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西
谷
啓
治
の
禅
思
想
―
―
空
の
立
場

清
水
　
大
介

　

小
稿
で
は
、
西
谷
啓
治
（
一
九
〇
〇
―
一
九
九
〇
）
の
基
本
的
な
主
著
『
宗
教
と
は
何
か
⑴
』（「
緒
言
」
に
よ
れ
ば
大
部
分

は
一
九
五
四
年
―
五
五
年
に
発
表
）
の
空
の
立
場
の
特
性
に
つ
い
て
、
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
重
要
部
分
の
註
解
を
行
う
。
取

り
扱
わ
れ
る
の
は
、「
中
」
と
「
自
己
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
西
谷
の
禅
思
想
の
基
本
が
些
か
な
り
と

も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
か
と
思
う
⑵
。

　

西
谷
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
東
洋
的
な
「
空
の
立
場
」
を
提
示
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
立
場
で
あ
る
か
を
試

行
的
に
論
究
し
て
い
る
。
本
書
が
西
谷
の
基
本
的
な
主
著
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
後
に
発
表
さ
れ
た
主
要
な
著
書
で

あ
る
『
禅
の
立
場
⑶
』（「
初
出
一
覧
」
に
よ
れ
ば
主
要
部
分
は
一
九
六
七
年
―
六
九
年
に
発
表
）
と
『
寒
山
詩
⑷
』（
一
番
古
い
筑

摩
世
界
古
典
文
学
全
集
版
は
一
九
七
四
年
に
刊
行
）、
及
び
幾
つ
か
の
論
文
が
、
西
谷
自
身
の
境
涯
の
更
な
る
深
化
と
幽
邃
を

示
す
も
の
と
は
い
え
、
対
決
さ
れ
て
い
る
内
容
の
基
本
性
・
広
さ
・
豊
穣
さ
に
お
い
て
は
、
力
作
で
あ
る
『
宗
教
と
は
何

か
』
に
と
う
て
い
比
肩
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
宗
教
と
は
何
か
』
が
、
西
谷
の
禅
修
行
を
中
心
と
す
る
独
自
の
思
想
的
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立
場
を
確
立
・
宣
言
し
た
の
で
あ
り
、『
禅
の
立
場
』
と
『
寒
山
詩
』
及
び
そ
の
他
の
関
連
論
文
は
、
そ
う
し
た
立
場
で
の

思
想
を
深
め
、
明
瞭
化
・
純
粋
化
さ
せ
、
さ
ら
に
は
補
完
し
た
と
位
置
付
け
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

１　
中

　

有
が
空
と
一
つ
に
の
み
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
有
即
空
、
空
即
有
と
い
う
事
態
は
、「
も
の
」
が
「
現
ず
る

も
の
な
く
し
て
現
ず
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「『
も
の
』
自
体
が
そ
の
ま
ま
現
象
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
、「
も
の
」
自
体
の
根
源
的
な
有
り
方
は
そ
の
ま
ま
「
仮
現
」
で
あ
り
、
有
は
根
底
的
に
「
仮
」
の
性
格
を
も
つ
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
仮
現
だ
か
ら
と
い
っ
て
虚
偽
の
有
り
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仮
現
の
ま
ま
で
「
真
実

の
有
」
な
の
で
あ
る
。
現
ず
る
も
の
（
実
有
、
実
在
的
な
も
の
、
実
体
な
ど
）
な
く
し
て
仮
現
す
る
「
も
の
」
の
「
現
」
は
、

実
に
し
て
仮
、
仮
に
し
て
実
で
あ
る
。
空
か
ら
如
実
に
仮
が
現
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
空
か
ら
の
仮
現
と
い
う
、「
も
の
」
自

体
の
根
源
的
な
有
り
方
を
、
西
谷
は
、
古
人
に
な
ら
っ
て
「
中
」
と
呼
ん
だ
⑸
。

1
・
1 

同
心
円
の
中
心
と
し
て
の
「
中
」（
第
四
章
第
三
節
註
解
）

　

西
谷
は
「
中
」
を
説
明
す
る
に
、
ま
ず
「
同
心
円
の
比
喩
」
に
お
け
る
円
の
中
心
と
し
て
説
き
始
め
て
い
る
。
こ
の
比
喩

の
「
同
心
円
」
は
、
西
洋
形
而
上
学
の
「
有
の
体
系
」
を
表
示
す
る
と
い
う
役
割
を
も
っ
て
お
り
、
空
の
場
そ
の
も
の
を
表

現
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
同
心
円
の
比
喩
」
に
お
い
て
は
、
中
心
に
「
も
の
」
自
体
の
根
源
的
な
「
真
実
の
有
」
が
光
源

と
し
て
置
か
れ
、
二
つ
あ
る
円
周
の
一
つ
が
感
性
の
レ
ベ
ル
を
、
も
う
一
つ
が
理
性
（
知
性
）
の
レ
ベ
ル
を
表
示
す
る
。
つ

ま
り
二
円
周
は
そ
れ
ぞ
れ
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
、
中
心
の
「
も
の
」
自
体
の
光
源
か
ら
放
射
さ
れ
る
光
線
を
対
象
的
に
映
像
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化
し
、「
我
々
に
向
っ
て
現
れ
た
限
り
で
の
『
も
の
』
の
相
」、「
我
々
と
の
関
係
に
映

さ
れ
た
『
も
の
』
の
か
た
ち
」、「
も
の
」
の
「
お
も
て
」
を
映
し
出
す
。

　
　
「
も
の
」
は
そ
れ
自
身
の
も
と
か
ら
移
さ
れ
た
我
々
の
「
意
識
」
に
、
我
々
の
感

　
　

性
や
知
性
に
映
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
か
た
ち
は
、
い
わ
ば
光
源
か
ら
発
す
る
光
線

　
　

の
よ
う
な
、「
も
の
」
自
体
か
ら
の
放
射
で
あ
る
。
或
は
、
別
の
比
喩
を
か
り
れ

　
　

ば
、
周
辺
に
現
れ
た
「
も
の
」
の
相
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
は
通
常
「
も
の
」
の

　
　

自
体
を
そ
の
周
辺
か
ら
、
そ
れ
の
外
を
繞
り
つ
つ
、
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

　
　

で
は
「
も
の
」
は
そ
の
自
体
を
開
示
し
て
い
な
い
⑹
。

　

円
の
中
心
の
「
も
の
」
の
自
体
の
有
は
、「
中
」
と
し
て
空
か
ら
の
仮
と
し
て
現
ず
る
。

そ
れ
が
光
源
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
放
射
さ
れ
た
光
線
が
、
感
性
と
理
性
と
い
う
意
識
的

な
円
周
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
対
象
的
に
映
像
化
さ
れ
る
。
円
周
に
映
さ
れ
た
諸
映
像
は
、
中
心
の
本
源
か
ら
周
辺
の
意
識
上
の

感
性
や
理
性
の
場
に
移
さ
れ
た
、
つ
ま
り
「
主
観
へ
の
繋
り
」
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
二
次
的
な
「
か
た
ち
」、
形
相
、
相
、「
お

も
て
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
真
実
の
有
で
は
な
い
。

　

空
の
場
に
お
け
る
「
も
の
」
の
自
体
的
な
有
り
方
を
中
心
と
し
、
感
性
の
場
と
理
性
の
場
を
二
つ
の
円
周
と
す
る
「
同
心

円
の
比
喩
」
は
、
第
四
章
「
空
の
立
場
」
の
第
五
節
で
改
め
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
簡
単
の
た
め
に
、
第
五
節
の
西
谷
の
叙

述
か
ら
得
ら
れ
る
「
同
心
円
の
比
喩
」
の
図
の
み
こ
こ
に
掲
げ
て
お
く
⑺
。

感
性
の
場

理
性
の
場

(
光
源)

中
心

aa1a2
b

b1

b2

c

c1

c2

中世リアリズム
近世合理主義

中世ノミナリズム
近世経験論

同心円の比喩

接線 (虚無 )

散乱
(無化 )空の場
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感
性
と
理
性
と
い
う
円
周
に
映
さ
れ
た
映
像
は
二
次
的
な
「
か
た
ち
」
な
い
し
相
に
す
ぎ
ず
、
真
実
の
有
で
は
な
い
と
述

べ
た
が
、
し
か
し
翻
っ
て
円
の
中
心
か
ら
見
る
な
ら
ば
、「
中
」
と
し
て
の
有
り
方
が
あ
ら
ゆ
る
「
か
た
ち
」
を
貫
い
て
お

り
、
感
性
的
な
諸
様
態
も
理
性
的
な
諸
形
相
も
、
み
な
非
対
象
的
な
「
も
の
」
自
体
の
現
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
。

周
辺
〔
同
心
円
の
円
周
〕
か
ら
見
れ
ば
、「
も
の
」
の
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
が
「
も
の
」
自
体
に
当
っ
て
い
な
い
の
に
反

し
て
、
逆
に
自
体
か
ら
、
即
ち
中
心
か
ら
翻
っ
て
見
れ
ば
、「
中
」
と
し
て
の
有
り
方
は
あ
ら
ゆ
る
「
か
た
ち
」
を
貫

い
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
も
の
」
の
感
性
的
な
諸
様
態
も
非
感
性
的
な
形
相
も
、
自
ら
を
定
立
す
る
「
も
の
」
の
有
り

方
（「
も
の
」
のPosition

）
と
別
で
は
な
い
。
み
な
「
も
の
」
自
体
の
現
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
か
た

ち
な
き
か
た
ち
、
無
形
相
の
形
相
、「
も
の
」
自
体
の
「
中
」
的
な
有
り
方
と
し
て
で
あ
る
。
古
人
が
「
物
み
な
自
得

す
」
と
言
っ
た
の
も
、
か
か
る
有
り
方
を
指
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
眼
に
見
え
る
「
も
の
」
の
姿
相
も

「
も
の
」
の
自
得
せ
る
姿
で
あ
り
、
そ
の
自
ら
を
肯
定
し
て
い
る
姿
で
あ
る
⑻
。

1
・
2
　「
も
の
」
の
絶
対
的
中
心
性
と
し
て
の
「
中
」（
第
四
章
第
五
節
後
半
註
解
）

　

と
こ
ろ
で
、
同
心
円
の
中
心
の
空
の
場
そ
の
も
の
は
、「
無
限
の
空
間
」
あ
る
い
は
「
虚
空
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
の
だ
か
ら
、

そ
こ
に
於
け
る
「
も
の
」
の
自
体
的
な
有
り
方
は
、「
一
切
は
一
つ
」
で
あ
る
如
き
〔
同
心
円
の
〕
中
心
に
成
り
立

つ
と
し
て
も
、（
…
）
空
の
場
に
於
て
は
如
何
な
る
周
辺
〔
円
の
円
周
〕
も
な
い
か
ら
、「
一
切
は
一
つ
」
と
い
う
こ

と
〔
す
な
わ
ち
空
の
場
の
世
界
〕
は
円
（
或
は
球
）
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
も
の
」
の
自
体
的
な
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有
り
方
は
我
々
が
周
辺
（
即
ち
感
性
や
理
性
の
場
）
か
ら
中
心
（「
も
の
」
自
身
の
も
と
）
へ
帰
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
と

い
っ
て
も
、
そ
の
中
心
は
も
は
や
円
の
中
心
、
周
辺
を
も
っ
た
中
心
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
周
辺
な
き
中
心
、
中

心
の
み
の
中
心
で
あ
る
。
空
の
場
で
の
中
心
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
空
の
場
に
於
て
は
中
心
が
到
る
所
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
も
の
」
が
、
そ
の
自
体
性
に
於
て
、
一
切
の
も
の
の
中
心
と
い
う
有
り
方
を
現
し

て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
の
一
つ
一
つ
が
一
切
の
も
の
の
中
心
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
一
つ
の
絶
対
的
中
心

と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
も
の
」
の
絶
対
的
な
独
自
性
で
あ
り
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
⑼
。

　
「
中
」
と
い
う
空
の
場
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
円
周
と
い
う
も
の
は
消
失
し
、
一
切
の
「
も
の
」
は
却
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
（
ユ
ニ
ー
ク
な
）
絶
対
的
中
心
と
な
る
。
円
周
が
消
失
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
体
的
、
非
対
象
的
な
「
も
の
」
の

有
り
方
に
よ
る
の
で
あ
り
、
も
は
や
感
性
な
い
し
理
性
の
場
へ
対
象
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
他
不
二
の
平

等
性
（
一
切
の
そ
れ
ぞ
れ
が
真
の
自
己
で
あ
る
こ
と
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
も
の
」
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、

自
体
的
、
非
対
象
的
な
有
り
方
に
お
い
て
根
源
の
「
真
の
自
己
」
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
仮
で
あ
り
な
が
ら
世
界
の

絶
対
的
根
源
で
あ
り
、
絶
対
的
中
心
で
あ
る
。

　

円
周
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
あ
え
ず
感
性
や
理
性
の
レ
ベ
ル
に
対
象
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

も
っ
と
深
く
考
え
る
と
、
一
つ
ひ
と
つ
の
「
も
の
」
が
自
体
的
に
は
空
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
真
の
自
己
」
と
し
て
、
底
な

き
根
源
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
無
底
の
根
源
（
空
）
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
「
も
の
」
の
自
体

的
な
有
は
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
「
も
の
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
絶
対
的
な
真
実
な
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
ど
こ

に
行
っ
て
も
真
実
で
あ
る
。
絶
対
真
実
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
そ
の
「
も
の
」
は
ど
こ
に
で
も
存
在
し
う
る
。
無
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相
の
真
の
自
己
な
る
世
界
の
根
源
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
そ
の
「
も
の
」
は
、
他
の
「
も
の
」
と
即
一
で
あ
る
。
従
っ
て

限
界
と
し
て
の
円
周
は
な
い
。
再
論
す
る
と
、
一
個
の
「
も
の
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
に
お
い
て
ま
ご
う
こ
と
な
く
絶
対
真
実
（
無
相
の
真
の
自
己
）
で
あ
る
。
そ
の
真
実
は
全
世
界
の
諸
物
の
真
実
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
一
個
の
「
も
の
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
他
の
諸
物
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
即
全
世
界
で

あ
り
う
る
。
そ
う
し
た
広
が
り
の
可
能
性
を
人
は
「
限
り
が
な
い
」
と
呼
ぶ
。
西
谷
は
「
無
際
涯
」
と
い
っ
て
い
る
⑽
。

　

中
心
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
は
、
要
す
る
に
一
つ
の
中
心
は
無
相
の
真
の
自
己
な
い
し
空
で
あ
り
、
無
相
の
真
の
自

己
な
い
し
空
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
円
周
も
な
く
、
無
際
限
で
あ
る
。

　

こ
の
絶
対
的
な
存
在
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
回
互
的
関
係
に
あ
る
他
の
「
も
の
」（
他
の
「
も
の
」
も
同
様
に
空
な
い
し

「
真
の
自
己
」
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
絶
対
的
に
存
在
す
る
）
を
含
ん
で
広
が
っ
て
い
る
。
他
の
一
つ
ひ
と
つ
の
「
も

の
」
も
、
こ
ち
ら
の
「
も
の
」
を
含
ん
で
広
が
っ
て
い
る
。
空
の
場
に
お
け
る
世
界
と
は
、
そ
の
よ
う
な
円
周
な
き
絶
対
的

中
心
の
集
ま
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
う
る
の
は
、
自
他
の
対
立
し
た
感
性
の
場
や
理
性
の
場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
最
も
手
前
の
場
、

絶
対
此
岸
で
あ
る
空
の
場
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
私
た
ち
の
現
実
の
リ
ア
ル
な
世
界
も
成
立
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
中
心
が
到
る
所
に
あ
っ
て
然
も
そ
れ
ら
が
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
用
い
て
き
た
円
の
比
喩
で
は

表
さ
れ
得
な
い
。
即
ち
、「
有
」
の
体
系
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
一
切
が
一
つ
」
と
い
う
こ
と
〔
万
有
の
秩
序
と

し
て
の
「
世
界
」〕
が
本
当
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、（
…
）
空
の
場
に
於
て
の
み
で
あ
る
⑾
。

　

空
の
場
に
お
け
る
「
も
の
」
の
自
体
的
な
、
非
対
象
的
な
有
り
方
が
「
中
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
も
の
」
は
空
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と
一
つ
な
る
有
と
し
て
如
実
な
ま
ま
で
仮
現
で
あ
り
、「
も
の
」
自
体
と
し
て
現
象
で
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
「
中
」
と
し
て
の
有
り
方
に
於
て
は
、
如
何
に
小
さ
な
も
の
で
も
、
そ
れ
が
「
有
る
」
限
り
、
一
つ
の
中
心
で
あ

り
、
一
切
の
も
の
の
中
心
に
位
す
る
。
そ
の
こ
と
が
そ
れ
の
「
有
」、
そ
れ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
世
界
」

と
は
、
そ
う
い
う
「
有
」
の
集
り
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
う
い
う
有
り
方
で
有
る
も
の
の
一
切
が
一
つ
〔
世
界
〕

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
現
に
生
き
現
に
見
る
リ
ア
ル
な
世
界
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
⑾
。

　
「
中
」
と
い
う
非
対
象
的
な
「
も
の
」
自
体
の
有
り
方
に
お
い
て
は
、
如
何
に
小
さ
な
「
も
の
」
で
も
、
例
え
ば
一
微

塵
で
も
、
絶
対
的
な
中
心
で
あ
り
、
そ
う
し
た
絶
対
的
中
心
と
し
て
の
一
切
の
「
も
の
」
の
集
ま
り
が
、「
一
切
が
一
つ
」

（「
中
」）
と
い
う
世
界
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
如
何
な
る
事
態
で
あ
る
の
か
が
、
次
に
さ
ら
に
詳
論
さ
れ
る
。

1
・
3
　「
も
の
」
の
絶
対
的
中
心
性
と
回
互
的
関
係
（
第
四
章
第
六
節
註
解
）

　

さ
き
に
は
、
絶
対
的
な
中
心
と
し
て
の
一
切
の
「
も
の
」
の
集
ま
り
が
世
界
に
な
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
一
切
の
「
も
の
」
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
絶
対
的
中
心
と
し
て
勝
手
に
振
る
舞
う
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
「
も
の
」

の
集
合
か
ら
成
り
立
つ
世
界
は
、
無
秩
序
（
ア
ナ
ル
キ
ア
ー
）
と
混
沌
（
カ
オ
ス
）
の
世
界
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
「
有
の
秩
序
と
し
て
の
世
界
（
コ
ス
モ
ス
）」
と
は
正
反
対
の
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

一
切
の
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
自
体
的
な
「
有
」
に
於
て
一
つ
の
絶
対
的
な
自
主
性
を
も
ち
、
主
の
位
置
を
占
め
、

中
心
に
位
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
全
く
の
ア
ナ
ル
キ
ィ
、
全
く
の
「
混
沌
」
が
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
⑿
。
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こ
の
問
題
提
起
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
一
切
の
「
も
の
」
が
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
的
中
心
で
あ
る
こ
と

は
、
実
は
回
互
的
関
係
と
し
て
の
世
界
に
お
い
て
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
。
一
切
の
「
も
の
」
が
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
的
中
心
と

な
る
こ
と
は
、
世
界
を
無
秩
序
と
混
沌
に
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
い
う
考
え
は
、「
も
の
」
を
実
体
性
か
ら
の
み
考
察
す
る

立
場
か
ら
出
て
き
て
い
る
。

　

一
つ
の
「
も
の
」
が
絶
対
的
中
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
主
の
地
位
に
登
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
切
が
従
の

地
位
に
下
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、
一
切
の
一
つ
ひ
と
つ
の
「
も
の
」
に
つ
い
て
い
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

「
世
界
」
は
、
そ
う
い
う
「
も
の
」
の
一
切
が
一
つ
に
集
ま
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
一
切
が
互
い
に
主
従
と
な

る
回
互
的
関
係
と
し
て
の
世
界
は
、
空
の
場
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

万
有
の
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
「
有
」
に
於
て
絶
対
に
独
自
で
あ
り
つ
つ
、
然
も
一
つ
に
集
る
と
い
う
こ
と
は
、（
…
）
一

切
の
も
の
が
互
い
に
主
と
な
り
従
と
な
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
関
係
を
「
回
互
的
」
と
呼
べ
ば
、
か
か

る
回
互
的
関
係
は
空
の
場
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
⒀
。

　

主
の
地
位
に
あ
っ
た
「
も
の
」
が
、
次
の
瞬
間
に
（
な
い
し
同
時
に
）
他
の
す
べ
て
に
対
し
て
従
の
地
位
に
立
つ
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
主
と
い
う
独
自
の
絶
対
的
中
心
と
し
て
の
立
場
を
自
己
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

主
の
地
位
の
自
己
否
定
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
の
「
も
の
」
が
元
々
実
体
性
を
も
た
ず
、「
無
自
性
」
で
あ
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
「
も
の
」
の
「『
有
』
が
、
空
と
一
つ
な
る
有
、『
仮
』
の
性
格
を
も
つ
有
」
だ
か
ら
で
あ

る
。
表
側
の
実
体
性
と
「
自
性
」
に
固
着
し
て
い
る
な
ら
ば
、
主
か
ら
従
の
地
位
に
転
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
か

ら
主
に
転
ず
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
⒁
。
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空
に
裏
打
ち
さ
れ
た
有
で
あ
る
と
は
仮
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
根
源
の
無
相
の
真
の
自
己
に
充
満
さ
れ
た
存
在
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
根
源
の
無
相
の
真
の
自
己
は
、
あ
く
ま
で
「
も
の
」
の
レ
ベ
ル
を
超
越
し
て
い
る
の
で
、「
も
の
」

の
有
か
ら
見
れ
ば
空
と
呼
ば
れ
る
。「
も
の
」
は
根
源
の
無
相
の
真
の
自
己
（
空
）
に
他
な
ら
ず
、
他
の
一
切
の
「
も
の
」

も
根
源
の
無
相
の
真
の
自
己
（
空
）
に
他
な
ら
ず
、
互
い
に
仮
で
あ
る
の
で
、
無
相
の
真
の
自
己
と
い
う
根
源
の
「
平
等
」

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、「
も
の
」
は
、
主
か
ら
従
へ
と
、
従
か
ら
主
へ
と
、
自
在
に
融
通
無
礙
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
そ
の
レ
ベ
ル
に
、
人
の
自
己
も
三
昧
に
よ
っ
て
成
り
切
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
或
る
も
の
が
「
有
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
絶
対
的
な
自
主
性
は
、
他
の
一
切
の
も
の
の
従
属
性

と
一
つ
に
の
み
成
立
す
る
。
即
ち
他
の
一
切
の
も
の
の
「
有
」
が
あ
く
ま
で
有
の
ま
ま
で
空
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
空
の
場

に
於
て
成
立
す
る
。

要
す
る
に
、
一
切
の
も
の
の
「
有
」
が
空
と
一
つ
と
な
る
有
で
あ
る
よ
う
な
場
に
於
て
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
が
絶
対
的
に

独
自
な
も
の
と
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
り
な
が
ら
、
然
も
そ
れ
ら
が
一
つ
に
集
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
べ

て
の
も
の
の
「
有
」、
ま
た
有
の
体
系
と
し
て
の
「
世
界
」
が
可
能
で
あ
る
⒂
。

　

科
学
の
自
然
必
然
的
な
因
果
法
則
も
、
神
話
や
詩
の
構
想
力
の
感
得
す
る
有
機
的
な
生
命
も
、
哲
学
的
理
性
の
絶
対
的
一

も
、
さ
ら
に
ま
た
「
そ
れ
ぞ
れ
が
宇
宙
の
生
け
る
鏡
と
し
て
互
い
に
映
し
合
う
モ
ナ
ド
の
体
系
⒃
」
も
、
本
源
的
に
は
以
上

の
よ
う
な
空
の
場
の
「
す
べ
て
の
も
の
が
互
い
に
主
と
な
り
従
と
な
り
つ
つ
有
る
と
い
う
回
互
の
体
系
⒄
」
に
基
づ
き
、
こ

こ
に
帰
着
す
る
。
こ
の
回
互
の
体
系
に
お
い
て
は
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
そ
れ
自
身
で
は
な
く
し
て
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
で
あ
り
つ
つ
そ
れ
自
身
で
は
な
い
。
そ

の
「
有
」
は
真
に
し
て
仮
、
仮
に
し
て
真
で
あ
る
。（
…
）
或
る
も
の
が
そ
れ
自
身
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

が
（
そ
れ
自
身
で
あ
る
こ
と
を
止
め
ず
に
）
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
譬
え
て
い
え

ば
、
そ
れ
の
根
が
他
の
す
べ
て
の
も
と
へ
張
り
渡
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
支
え
、
立
た
し
め
、
有
ら
し
め
る
契
機
と
な
り
、

そ
れ
ら
の
も
の
の
「
有
」
に
成
分
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
る
も
の
が
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
は
、
他
の

す
べ
て
が
（
す
べ
て
他
で
あ
る
こ
と
を
止
め
ず
に
）
そ
れ
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
の

も
と
に
あ
る
正
に
そ
の
と
こ
ろ
に
他
の
す
べ
て
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
根
が

そ
れ
の
も
と
へ
張
り
渡
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⒅
。

　
「
も
の
」
は
そ
れ
ぞ
れ
固
定
的
な
自
性
を
も
ち
な
が
ら
流
動
的
な
無
自
性
に
あ
り
、
真
即
仮
、
仮
即
真
の
状
態
に
あ
る
。

実
体
の
観
点
か
ら
解
説
す
れ
ば
、「
も
の
」
は
実
体
即
非
実
体
、
非
実
体
即
実
体
の
有
り
方
で
存
在
す
る
。「
も
の
」
が
無
実

体
で
あ
る
と
は
、
従
の
地
位
に
立
ち
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
身
の
実
体
性
を
解
体
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
「
も
の
」

の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
も
の
」
が
固
定
的
な
実
体
で
あ
る
と
は
、
主
の
位
に
立
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
が
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
が
従
に
な
っ
て
こ
の
「
も
の
」
の
も
と
に
集
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
し
て
世
界
が
成
立
す
る
。
こ
こ
で
比
喩
的
に
い
わ
れ
る
「
張
り
渡
さ
れ
、
支
え
、
立
た
し
め
、
有
ら
し
め
る
」「
根
」
と

は
、
平
等
性
と
し
て
の
根
源
の
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
り
⒆
、
絶
対
空
と
呼
ば
れ
た
当
体
に
他
な
ら
な
い
。
無
実
体
性
の
当

体
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
的
に
い
わ
れ
る
「
根
」
に
お
い
て
、「
も
の
」
が
主
従
を
転
換
し
合
う
回
互
的
相
入
が
成
り
立
ち
、

か
く
し
て
す
べ
て
の
「
も
の
」
が
一
つ
に
集
ま
る
こ
と
が
で
き
、
世
界
が
成
立
す
る
。

そ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
夫
々
そ
れ
自
身
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
止
め
ず
に
同
時
に
他
の
も
の
の
も
と
に
あ
る
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と
い
う
こ
と
は
、
夫
々
の
も
の
の
「
有
」
が
互
い
に
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
「
有
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
立
て
ら

れ
、
有
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
裏
返
え
し
て
い
え
ば
、
互
い
に
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
「
有
」
を
支
え
、

立
て
、
有
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
す
べ
て
の
も
の
が
「
世
界
」
の
う
ち
に
「
有
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
⒇
。

　

か
く
し
て
、「
万
有
を
結
ぶ
回
互
的
相
入
の
網
㉑
」
と
し
て
、
世
界
の
成
立
が
説
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
結
論
的
に
、

す
べ
て
の
「
も
の
」
自
体
の
有
は
本
質
的
に
回
互
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
有
が
空
と
一
つ
な
る
有
で

あ
り
、
空
の
場
で
の
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
㉒
。

と
、「
も
の
」
が
「
有
即
空
・
空
即
有
」
の
有
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
も
の
」
の
「
有
」
の
回
互
性
が
導
出
さ
れ
る

こ
と
が
、
端
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
、「
有
即
空
・
空
即
有
」
の
原
理
か
ら
、「
も
の
」
の
有
（
仮
）
の
回
互
的
関
係
が
演
繹
さ
れ
、
さ
ら

に
世
界
の
成
立
も
論
証
さ
れ
た
。
西
谷
は
さ
ら
に
駄
目
押
し
で
、
逆
に
空
の
場
が
設
定
で
き
な
け
れ
ば
、
世
界
と
し
て
の
回

互
的
関
係
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
、
手
短
に
論
証
し
て
い
る
㉓
。

　

か
く
し
て
結
論
的
に
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
う
る
。

空
の
場
と
は
到
る
と
こ
ろ
に
中
心
の
あ
る
場
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
的
な
中
心
と
し
て
、
即
ち
絶

対
的
に
独
自
な
個
別
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
自
体
的
に
現
成
す
る
場
で
あ
る
。
か
く
そ
れ
ぞ
れ
が
絶
対
的
中
心
で
あ
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る
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
有
る
」
と
こ
ろ
に
「
世
界
」
が
「
世
界
し
て
」
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
㉔
。

　
「
中
」
と
い
う
、
空
の
場
で
の
「
も
の
」
の
自
体
的
で
非
対
象
的
な
有
り
方
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
「
互
い
に

本
質
的
に
一
つ
で
あ
り
、『
世
界
』
と
し
て
集
っ
て
い
る
」。
そ
の
こ
と
が
「
空
の
場
で
会
せ
ら
れ
る
『
一
に
し
て
一
切
』」

で
あ
り
、

「
世
界
」
に
於
け
る
多
と
差
別
を
捨
象
し
た
絶
対
的
一
で
は
な
く
し
て
、
多
と
差
別
が
絶
対
的
に
徹
底
さ
れ
た
そ
の
場

で
の
絶
対
的
一
㉕

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
有
即
無
、
無
即
有
な
る
一
切
が
一
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
空
の
場
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
絶
対

的
に
独
立
な
る
中
心
が
本
質
的
に
一
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
も
の
」
自
体
の
非
対
象
的
な
、
自
ら
に
集
中
し
た
、「
中
」
的
な
有
り
方
に
於
て
、
す
べ
て
の
も
の
が

自
ら
を
一
つ
に
集
中
す
る
㉖
。

　
「
中
」
的
な
「
も
の
」
自
体
の
非
対
象
的
な
有
り
方
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
も
の
」
が
自
ら
に
集
中
し
て
「
も
の
」

に
な
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
「
も
の
」
が
全
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
世
界
と
し
て
一
つ
に
自
ら
を
集
中
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
重
の
集
中0

に
も
、「
も
の
」
の
非
対
象
的
な
有
り
方
と
し
て
の
「
中
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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1
・
4
　「
説
い
て
一
物
に
似
す
る
も
中
ら
ず
」
の
「
中
」（
第
四
章
第
三
節
後
半
註
解
）

　

と
こ
ろ
で
、「
中
」
と
い
う
、
自
体
的
非
対
象
的
な
有
り
方
が
「
も
の
」
の
真
の
有
り
方
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
古

く
か
ら
伝
統
的
な
禅
も
枢
要
な
点
と
し
て
着
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
「
も
の
」
自
体
が
開
示
さ
れ
る
の
は
、
私
た
ち
が
同
心
円
の
外
周
か
ら
中
心
へ
と
躍
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
躍

入
と
は
「
大
死
一
番
乾
坤
新
た
な
り
」、「
大
死
一
番
絶
後
再
蘇
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
空
の
場
が
、
私
た

ち
自
身
よ
り
も
さ
ら
に
手
前
の
こ
ち
ら
側
と
し
て
、
す
な
わ
ち
絶
対
此
岸
と
し
て
開
か
れ
る
。
絶
対
此
岸
が
同
心
円
の
中
心

で
あ
る
。
同
心
円
の
中
心
に
お
い
て
は
、「
も
の
」
の
有
が
空
と
一
つ
に
有
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
も

の
」
が
そ
れ
自
身
を
根
源
的
に
定
立
・
肯
定
し
、
そ
れ
自
身
のPosition

に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
身
の
位
置
に
定
ま

り
、
定
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
も
の
」
は
皆
そ
れ
自
身
で
自
得
し
て
い
る
㉗
。

　
「
中
」
に
肯
定
的
に
定
在
す
る
「
も
の
」
自
体
が
写
真
の
ポ
ジ
（Position

の
類
語
で
あ
るPositiv

の
ポ
ジ
）
だ
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
対
し
て
、
同
心
円
の
外
周
の
感
性
や
理
性
の
場
に
現
わ
れ
る
「
も
の
」
の
か
た
ち
（
相
）
は
写
真
の
ネ
ガ

（N
egativ

の
ネ
ガ
）
に
す
ぎ
な
い
。
写
真
の
ネ
ガ
は
、
ポ
ジ
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
ま
ま
の
現
実
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
い
わ
ば
現
実
の
裏
返
し
で
あ
り
、
二
次
的
な
投
影
体
に
す
ぎ
な
い
。
理
性
の
立
場
か
ら
の
「
実
体
」
と
い
え
ど
も
、

「
も
の
」
のPosition

（
自
己
定
立
）、
す
な
わ
ち
「
中
」
に
対
す
る
否
定
、
単
な
る
写
し
に
す
ぎ
な
い
。「
も
の
」
を
実
体
と

し
て
捉
え
、
そ
の
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
本
質
（
エ
セ
ン
テ
ィ
ア
）
を
探
究
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
も
の
」
自
体
で

は
な
く
、
単
な
る
写
し
の
形
相
に
す
ぎ
な
い
。
火
で
い
え
ば
、
燃
え
て
い
な
い
こ
と
に
裏
打
ち
さ
れ
た
燃
え
て
い
る
こ
と

（
非
燃
焼
の
燃
焼
）、
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
か
た
ち
な
き
か
た
ち
、
無
形
相
の
形
相
、
無
相
の
相
で
は
な
い
㉘
。

　
「
も
の
」
自
体
の
本
源
的
な
リ
ア
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
現
成
即
会
得
）
は
感
性
や
理
性
か
ら
は
把
捉
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は

「
中
」
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
。「
も
の
」
自
体
の
リ
ア
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
対
象
の
認
識
で
は
な
く
、
認
識
主
観
と
そ
の
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対
象
と
い
う
認
識
枠
組
を
そ
の
主
客
未
分
の
此
岸
へ
と
突
破
・
超
越
し
た
、「
非
対
象
的
な
『
も
の
』
自
体
の
非
認
識
的
な

知
㉙
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
無
知
の
知
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
も
の
」
自
体
は
そ
れ
に
向
お
う
と
す
れ
ば
既
に
対
象
と
な
り
、
そ
の
知
（
無
知
の
知
）
は
、
既
に
認
識
と
な
る
。
併

し
「
も
の
」
自
体
は
も
と
も
と
、
ど
こ
ま
で
も
対
象
化
さ
れ
得
な
い
そ
れ
自
身
の
「
中
」
に
於
て
、
有
る
が
ま
ま
に
現

成
し
て
い
る
㉚
。

　
「
も
の
」
自
体
に
向
か
お
う
と
す
る
と
は
、
絶
対
此
岸
の
「
中
」
の
自
他
不
二
の
有
り
方
を
離
れ
、
自
と
他
が
対
立
し
、

従
っ
て
認
識
主
観
と
そ
の
対
象
・
客
観
が
対
立
し
た
認
識
の
枠
組
に
移
行
し
、
そ
こ
に
お
い
て
認
識
主
観
が
、
認
識
主
観
か

ら
離
れ
、
距
離
を
と
っ
た
客
観
・
対
象
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
中
」
に
定
在
す
る
「
も
の
」
自

体
は
、
そ
の
よ
う
な
逸
脱
し
た
仕
方
で
は
真
に
リ
ア
ラ
イ
ズ
さ
れ
な
い
。
認
識
主
観
が
「
も
の
」
自
体
に
向
か
い
、
対
象
的

に
あ
れ
こ
れ
と
そ
の
本
質
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
却
っ
て
「
も
の
」
自
体
の
定
在
、「
中
」
を
逸
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
古
人
は
「
説
い
て
一
物
に
似
す
る
も
即
ち
中あ

た

ら
ず
㉛
」
と
呼
ん
だ
。「
中
」
と
は
、「
も
の
」
の
「
自
体
的
な
非
対

象
的
な
有
り
方
㉜
」
を
謂
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
中
」
と
は
本
源
の
非
対
象
性
の
こ
と
で
あ
る
。

2　
自
己
（
第
四
章
第
七
節
註
解
）

　

自
己
の
問
題
も
、
空
の
場
に
お
け
る
「
中
」
の
特
性
か
ら
真
に
考
察
さ
れ
う
る
。
第
四
章
「
空
の
立
場
」
第
七
節
全
体
と

第
八
節
の
か
な
り
の
部
分
は
、
自
己
の
問
題
を
集
中
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
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2
・
1 

世
界
と
「
も
の
」
を
可
能
に
す
る
場
と
し
て
の
自
己

　

ま
ず
西
谷
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
空
の
場
に
転
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
を
振
り

返
っ
て
要
約
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
空
の
場
が
、
我
々
に
於
て
絶
対
的
此
岸
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
通
常
意
識
的

に
自
己
と
考
え
て
い
る
も
の
の
一
層
此
方
に
開
か
れ
る
。
い
わ
ば
通
常
我
々
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
我
々
自
身
よ
り

も
、
一
層
我
々
自
身
に
近
く
開
か
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
は
通
常
の
い
わ
ゆ
る
『
自
己
』
か
ら
空
の
場
へ
転

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
我
々
自
身
に
な
る
。
空
の
場
へ
転
ず
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
さ
き
に
語
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
即
ち
、『
自
己
』
の
根
底
に
虚
無
が
開
か
れ
、
然
も
そ
の
虚
無
が
単
に
虚
無
と
し
て
、
恰
も
自
己
の
外
に
あ

る
か
の
よ
う
に
観
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
が
空
で
あ
る
と
し
て
〔
虚
無
が
〕
主
体
的
に
自
己
自
身
に
引
き
受
け
ら

れ
、〔
虚
無
が
〕
主
体
の
脱
自
的
な
超
越
の
場
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
空
が
〔
真
の
〕
自
己
で
あ
る
と
い
う
絶

対
此
岸
的
な
空
の
立
場
へ
転
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
『
自
己
』
の
場
、
自
意
識
〔
自
我

意
識
〕
と
意
識
の
場
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
一
層
根
源
的
に
は
、
自
意
識
の
本
質
に
潜
む
と
こ
ろ
の
、

自
ら
を
捉
え
る
こ
と
に
於
て
自
ら
に
捉
わ
れ
る
と
い
う
本
質
的
な
自
己
執
着
、
及
び
意
識
の
本
質
に
潜
む
と
こ
ろ
の
、

『
も
の
』
を
対
象
的
―
表
象
的
に
捉
え
る
こ
と
に
於
て
『
も
の
』
に
捉
わ
れ
る
と
い
う
、『
も
の
』
へ
の
本
質
的
な
執
着

を
脱
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
㉝
。

　
「
自
己
が
空
で
あ
る
」
と
し
て
自
我
意
識
が
空
じ
ら
れ
、
何
も
無
い
と
い
う
虚
無
が
主
体
的
に
引
き
受
け
ら
れ
て
、
そ
こ

か
ら
絶
対
此
岸
の
場
へ
転
じ
て
、「
空
が
自
己
で
あ
る
」
と
な
る
。「
空
が
自
己
で
あ
る
」
と
な
る
空
の
場
に
転
ず
る
と
い
う
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こ
と
は
、
我
々
が
「
真
に
我
々
自
身
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
の
場
に
転
ず
る
と
は
、
自
己
が
真
の
自
己
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
空
が
自
己
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
自
己
」
と
は
「
真
の
自
己
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

空
の
場
に
お
い
て
万
象
に
現
ず
る
無
相
の
真
の
自
己
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
空
が
自
己
で
あ
る
」
と
い

わ
れ
る
場
合
の
「
空
」
の
意
味
合
い
が
、
初
め
の
「
自
己
が
空
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
場
合
の
「
空
」
と
は
微
妙
に
異
な
っ
て

く
る
。「
自
己
が
空
で
あ
る
」
と
い
う
脱
自
的
な
超
越
の
動
性
に
お
い
て
は
、「
空
」
は
自
我
意
識
を
空
ず
る
こ
と
と
し
て
、

何
も
無
い
と
い
う
虚
無
の
色
彩
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、「
空
が
自
己
で
あ
る
」
と
い
う
逆
の
（
あ
る
い
は
さ
ら
に
レ
ベ
ル

を
高
め
た
）
動
性
に
お
い
て
は
、「
空
」
は
「
空
」
と
し
て
端
的
な
超
越
性
・
別
次
元
性
・
無
底
性
を
示
し
て
い
る
に
加
え

て
、
さ
ら
に
主
客
未
分
の
絶
対
此
岸
に
お
け
る
無
相
の
真
の
自
己
（
本
来
の
面
目
）
と
い
う
性
格
を
も
帯
び
て
く
る
。
こ
の

場
合
で
は
空
は
明
ら
か
に
、
た
だ
の
何
も
無
い
と
い
う
、
有
と
対
立
し
た
虚
無
で
は
な
い
㉞
。
そ
こ
で
は
、
自
我
意
識
が
破

ら
れ
、
自
我
意
識
に
潜
む
自
我
と
「
も
の
」
へ
の
執
着
が
脱
却
さ
れ
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
非
対
象
的
な
「
中
」
の
三

昧
（
集
中
）
と
回
互
的
相
入
の
「
力
」
が
働
い
て
い
る
。

　

既
に
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、「
も
の
」
が
「
も
の
」
に
な
り
、「
世
界
」
が
「
世
界
す
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
こ

う
し
た
「
中
」
に
お
け
る
回
互
的
相
入
の
「
力
」
に
よ
る
の
で
あ
り
、
回
互
的
相
入
が
働
く
の
は
、
万
象
に
現
ず
る
無
相
の

真
の
自
己
と
い
う
（
あ
く
ま
で
空
と
し
て
働
く
）
基
盤
（
媒
体
）
に
お
い
て
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
転
入
さ
れ
た

本
来
の
「
自
己
」
の
「
も
と
」
に
、
世
界
と
「
も
の
」
が
可
能
に
な
る
空
の
場
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
己

の
「
も
と
」
と
は
、
自
己
の
一
番
手
前
（
手
元
）
の
絶
対
此
岸
、
真
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
が
世
界
と
事
物
が
現
成

す
る
場
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
真
の
自
己
は
場
と
し
て
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
は
、
一
般
の
「
も
の
」
と
は
ち
が
っ

て
、
特
別
の
地
位
と
重
要
性
を
も
つ
。
自
己
の
「
も
と
」、
真
の
自
己
は
、
世
界
と
「
も
の
」
を
可
能
に
す
る
場
と
し
て
、

世
界
と
「
も
の
」
に
先
立
ち
、
世
界
と
「
も
の
」
に
超
越
し
た
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
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空
が
自
己
で
あ
る
と
は
抑
々
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
。
空
は
世
界
可
能
の
場
、
そ
し
て
「
も
の
」
の
存
在
可
能
の
場

で
あ
る
と
言
っ
た
。
空
が
自
己
で
あ
る
と
は
、
自
己
が
も
と
も
と
、
自
己
の
「
も
と
」
に
於
て
、
そ
の
よ
う
な
場
と
し

て
有
る
〔
す
な
わ
ち
、
自
己
は
場
と
し
て
有
る
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
は
単
に
自
己
に
意
識
さ
れ
た
自
己
〔
自

我
意
識
〕
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
真
に
自
己
自
身
の
も
と
に
あ
る
自
己
、
本
来
の
自
己
自
体
と
し
て
は
、
自
己
の
そ

の
「
も
と
」
に
、
世
界
と
「
も
の
」
が
可
能
に
な
る
空
の
場
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
に
な
る
場
と

し
て
、
自
己
に
於
け
る
自
己
の
「
も
と
」
は
、
世
界
と
「
も
の
」
に
先
立
ち
、
そ
れ
の
以
前
で
あ
る
と
い
え
る
。（
…
）

真
に
自
己
の
も
と
に
あ
る
自
己
自
身
〔
す
な
わ
ち
真
の
自
己
〕
は
、
世
界
と
「
も
の
」
の
本
質
的
な
以
前
で
あ
る
。
自

己
は
、
世
界
と
「
も
の
」
か
ら
出
離
し
た
と
こ
ろ
に
「
も
と
」
を
も
ち
、
も
と
も
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い

る
の
で
あ
る
㉟
。

　

こ
こ
で
は
、
自
己
は
無
相
の
真
の
自
己
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
個
に
対
す
る
超
個
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
世
界
と

『
も
の
』
に
先
立
ち
、
そ
れ
の
以
前
で
あ
る
」
と
は
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
の
以
前
で
は
な
く
、
時
間
の
流
れ
も
そ
こ
で
初

め
て
成
り
立
つ
よ
う
な
、
次
元
を
別
に
す
る
超
越
論
的
な
以
前
で
あ
る
。
自
己
の
「
も
と
」
が
、
世
界
と
「
も
の
」
を
可
能

に
す
る
場
と
し
て
、
世
界
と
「
も
の
」
に
先
立
ち
、
世
界
と
「
も
の
」
に
超
越
し
た
場
に
な
る
と
い
う
見
方
は
、
イ
マ
ヌ
エ

ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
―
一
八
〇
四
）
の
超
越
論
的
主
観
性
（transzendentale Subjektivität

）
が
開
く
経
験
的
現
象
界

と
い
う
立
場
に
近
似
し
て
く
る
。「
超
越
論
的
」
と
は
、
カ
ン
ト
で
は
世
界
と
「
も
の
」
を
経
験
的
に
可
能
に
す
る
、
よ
り

根
本
的
な
レ
ベ
ル
で
の
条
件
と
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
主
観
性
」
と
は
、
今
の
場
合
自
己
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
空
の
立
場
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
主
観
性
の
立
場
と
同
じ
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。



354

西谷啓治の禅思想――空の立場（清水 大介）

さ
き
に
、
空
の
場
に
お
い
て
我
々
の
自
己
は
も
と
も
と
世
界
と
万
物
に
先
立
ち
、
そ
こ
に
世
界
の
可
能
根
拠
〔
と
〕

「
も
の
」
の
存
在
の
可
能
根
拠
も
あ
る
と
言
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
勿
論
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
よ
う
に
、
対
象
の
認
識

が
（
従
っ
て
ま
た
認
識
の
対
象
で
あ
る
限
り
の
現
象
が
）
感
性
や
悟
性
の
先
天
的
形
式
に
よ
る
構
成
で
あ
る
と
い
う
如
き

こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
形
式
と
素
材
、
乃
至
は
形
相
と
質
料
と
い
う
よ
う
に
分
け
て
見
ら
れ
る
以
前
の
、
ま
た

現
象
と
物
自
体
と
い
う
区
別
が
考
え
ら
れ
る
以
前
の
、
非
対
象
的
な
「
も
の
」
の
自
体
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
か
か
る
「
も
の
」
そ
れ
自
体
の
現
成
の
「
も
と
づ
く
」
と
こ
ろ
が
、
我
々
が
真
に
（
空
の
場
に
於
て
）

我
々
自
身
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
時
の
そ
の
我
々
の
「
も
と
」
に
存
す
る
、
と
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
㊱
。

　

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
主
観
性
を
「
も
と
」
と
し
て
開
か
れ
る
経
験
的
現
象
界
に
お
け
る
現
象
は
、
主
観
に
対
す
る
対
象
的

表
象
と
し
て
現
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
主
客
未
分
の
絶
対
此
岸
（
真
の
自
己
）
と
し
て
の
空
の
場
に
お
け
る
、「
も
の
」
の
自

体
的
で
非
対
象
的
な
（
親
し
い
）
現
成
の
有
り
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
的
主
観
性
自
体
が
、
デ

カ
ル
ト
の
よ
う
な
二
元
論
的
で
閉
鎖
的
な
自
我
を
突
破
し
た
有
り
方
を
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
だ
自
他
対
立
と
有
無
の
対

立
の
中
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
西
洋
近
現
代
の
哲
学
史
的
な
思
想
潮
流
に
対
す
る
西
谷
の
巨
視
的
な
展
望
に
よ
れ
ば
、
近
代

的
な
主
観
性
自
体
が
一
度
実
存
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
内
へ
落
ち
込
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
存
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お

い
て
、
自
他
の
対
立
と
有
無
の
対
立
が
最
終
的
な
極
限
の
無
化
の
姿
に
お
い
て
露
わ
に
な
る
。
真
の
自
己
と
し
て
の
空
の

場
、「
も
の
」
が
「
中
」
の
有
り
方
に
定
在
す
る
空
の
場
は
、
そ
う
し
た
限
界
状
況
と
し
て
の
虚
無
の
立
場
が
根
本
的
に
転

換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
㊲
。

　

以
上
、「
空
が
自
己
で
あ
る
」
と
い
う
自
己
が
自
己
の
「
も
と
」
な
い
し
真
の
自
己
（
超
個
）
と
し
て
、
世
界
と
「
も
の
」

を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
な
場
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
自
己
は
個
と
し
て
は
時
間
の
流
れ
の
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内
に
あ
り
、
生
死
・
世
間
の
う
ち
に
生
き
る
一
つ
の
「
も
の
」
に
す
ぎ
ず
、
仮
現
に
し
て
如
実
な
存
在
者
に
す
ぎ
な
い
。
故

に
、
自
己
は
超
個
と
個
の
二
重
性
に
お
い
て
あ
る
こ
と
に
な
る
。

我
々
自
身
も
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
人
間
と
し
て
は
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
「
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
真
に
リ
ア
ル

な
有
の
ま
ま
で
仮
現
な
の
で
あ
る
が
、
然
も
我
々
の
そ
の
有
が
空
と
一
つ
に
有
で
あ
る
と
い
う
そ
の
根
源
の
と
こ
ろ
に

於
て
は
、
世
界
も
一
切
の
「
も
の
」
も
我
々
自
身
の
「
も
と
」
か
ら
現
成
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
㊳
。

　

自
己
は
真
の
自
己
と
し
て
は
、
世
界
と
「
も
の
」
を
可
能
に
す
る
場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
此
岸
に
転
入
す
る

と
い
う
こ
と
が
、「
我
々
の
真
の
自
覚
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
自
覚
は
、
自
我
意
識
で
も
、
普
通
に
考
え
ら
れ

て
い
る
対
象
的
な
自
己
認
識
な
い
し
知
的
直
観
で
も
な
い
。
む
し
ろ
却
っ
て
、
そ
う
い
う
知
り
方
が
空
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で

初
め
て
成
り
立
つ
よ
う
な
「
無
知
の
知
」
で
あ
る
。

2
・
2 

眼
は
眼
自
身
を
見
な
い

　

空
の
場
に
お
け
る
「
も
の
」
の
真
に
自
体
的
な
有
り
方
は
、「
火
は
火
を
焼
か
な
い
」
と
か
「
眼
は
眼
自
身
を
見
な
い
」

と
言
い
表
わ
さ
れ
た
㊴
。
い
ず
れ
も
、
単
な
る
「
も
の
」
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
空
の
領
域
を
直
指
す
る
例
示
的
言
表
で
あ

る
。
こ
の
内
、「
火
は
火
を
焼
か
な
い
」
が
一
般
的
に
「
も
の
」
の
有
り
方
に
つ
い
て
言
わ
れ
、
主
観
と
客
観
の
対
立
図
式

に
投
影
す
る
な
ら
客
観
（
客
体
）
に
関
係
す
る
の
に
対
し
て
、「
眼
は
眼
を
見
な
い
」
の
ほ
う
は
特
に
直
接
に
は
認
識
（
感

覚
な
い
し
知
覚
）
作
用
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
自
己
な
い
し
実
存
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
限
定
的
な
言
表
で
あ
り
、
主
客
対
立

の
図
式
に
当
て
嵌
め
る
な
ら
、
認
識
主
観
（
行
為
主
体
）
に
関
係
す
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
㊵
。
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日
常
的
な
主
客
対
立
の
図
式
で
見
る
な
ら
、
眼
は
対
象
的
な
物
を
見
る
と
い
う
主
観
の
側
の
認
識
作
用
（
能
作
）
で
あ

り
、
見
る
と
い
う
主
観
的
認
識
作
用
そ
れ
自
身
を
対
象
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
見
る
と
い
う
主
観
的
認
識
作

用
そ
れ
自
身
を
対
象
的
に
見
る
よ
う
な
眼
の
主
観
的
認
識
作
用
を
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
通
常
の
日
常
性
に
お
い
て
は
、
そ

う
し
た
眼
の
主
観
的
認
識
作
用
は
、
自
身
の
認
識
作
用
を
対
象
的
に
見
る
と
い
う
、
よ
り
高
次
の
認
識
作
用
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え
っ
て
対
象
的
な
物
を
見
る
と
い
う
通
常
の
認
識
作
用
を
妨
げ
、
十
全
に
遂
行
で
き
な
く
す
る
で
あ
ろ
う
㊶
。

眼
は
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
空
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
も
し
眼
が
眼
自
身
を
見
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
、

眼
は
他
の
何
物
を
も
見
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
眼
は
眼
で
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」。
対
象
的
な
物
を
見
る
た
め
に
は
、
眼

は
眼
自
身
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
眼
が
眼
た
り
う
る
の
は
、
眼
が
眼
自
身
を
見
な
い
と
い
う
「
不
見
」

に
よ
る
の
で
あ
る
。
眼
に
お
い
て
は
「
不
見
」
の
故
に
通
常
の
「
見
」
が
可
能
に
な
る
。
通
常
の
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に

は
、
本
質
的
に
「
見
え
て
い
な
い
」、
つ
ま
り
眼
が
暗
い
と
い
う
意
味
で
「
眼
く
ら
」
な
る
と
こ
ろ
が
属
し
て
い
る
。「
見

る
」
と
い
う
こ
と
の
根
底
に
は
「
不
見
」
と
い
う
仕
方
で
の
「
空
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

眼
は
物
を
見
る
か
ら
眼
な
の
で
あ
る
が
、
然
も
そ
の
眼
が
眼
自
身
の
も
と
に
あ
る
と
こ
ろ
に
は
本
質
的
な
「
不
見
」
が

あ
る
。
も
し
眼
が
眼
自
身
を
見
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
眼
は
他
の
何
物
を
も
見
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
眼
は
眼
で
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
眼
が
眼
で
あ
る
の
は
か
の
本
質
的
な
不
見
に
よ
る
の
で
あ
り
、
か
の
本
質
的
な
不
見
の

故
に
「
見
」
も
可
能
で
あ
る
。
眼
で
な
い
こ
と
（
不
見
）
が
眼
で
あ
る
こ
と
（
見
）
の
可
能
性
で
あ
る
。（
…
）
見
が
見

自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
、
見
る
と
い
う
作
用
の
現
成
そ
の
も
の
の
手
も
と
に
、
眼
く
ら
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は

も
ち
ろ
ん
視
覚
の
欠
如
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
客
観
的
な
現
象
と
し
て
の
盲
目
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
見
が
見

自
身
と
し
て
現
成
す
る
そ
の
作
用
の
只
中
に
於
け
る
不
見
で
あ
り
、
見
が
見
と
し
て
可
能
で
あ
る
た
め
の
不
見
で
あ



357

禅文化研究所紀要 第33号（平成28年3月）

る
。（
…
）
眼
が
眼
を
見
な
い
と
か
、
見
が
不
見
で
あ
る
故
に
見
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
が
、
空
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
…
）
併
し
本
来
空
と
い
う
こ
と
が
、
例
え
ば
見
が
見
自
身
だ
と
い
う
こ
と
と
別
で
は
な
い
。
見
が
根
底
の
な
い
（「
も

と
」
よ
り
空
な
る
）
作
用
だ
と
い
う
こ
と
が
、
見
が
底
な
く
見
だ
と
い
う
こ
と
、
見
の
端
的
に
他
な
ら
な
い
㊷
。

　

以
上
は
日
常
的
な
主
客
対
立
の
図
式
の
ほ
う
か
ら
見
て
、
眼
の
「
不
見
」
と
「
見
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
元

来
は
、「
不
見
」
か
ら
の
「
見
」
が
成
り
立
つ
の
は
、
眼
の
「
見
る
」
と
い
う
作
用
が
非
対
象
的
な
働
き
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

眼
の
「
有
」
は
、（
…
）「
眼
で
な
い
故
に
眼
で
あ
る
」
と
し
て
の
み
言
い
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
空
に
「
有
」

の
存
在
可
能
が
あ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
で
い
う
「
有
」
は
「
も
の
」
の
自
体
的
、
非
対
象
的
な
有
の
こ
と
で
あ

る
。（
…
）
か
く
見
と
不
見
と
い
う
矛
盾
し
た
事
柄
が
一
つ
に
の
み
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
〔
す
な
わ
ち
眼
〕

の
自
体
的
、
非
対
象
的
な
有
り
方
に
於
け
る
眼
の
自
己
同
一
な
の
で
あ
る
。（
…
）
視
覚
が
客
観
的
・
現
象
的
な
意
味

で
無
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
非
対
象
的
な
、
自
体
的
な
仕
方
に
於
て
空
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
㊸
。

　

眼
の
有
が
そ
の
空
性
に
お
い
て
初
め
て
可
能
で
あ
り
、「
見
」
と
「
不
見
」
と
の
自
己
同
一
と
し
て
の
眼
の
認
識
作
用
が

非
対
象
的
な
働
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
眼
の
有
な
い
し
認
識
作
用
が
、
働
き
の
実
際
に
お
い
て
は
主
客
未
分

の
空
的
な
三
昧
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
㊹
。

　

眼
の
視
作
用
の
空
性
か
ら
出
発
し
て
、
西
谷
は
空
性
の
概
念
を
さ
ら
に
意
識
へ
、
そ
し
て
自
己
へ
と
広
げ
て
い
く
。
い
わ

ゆ
る
主
観
性
（
主
体
性
）
の
側
で
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
意
識
は
無
意
識
を
含
め
て
も
と
も
と
根
底
か
ら
空
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
意
識
と
無
意
識
の
根
底
に
は
「
非
意
識
」
な
い
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し
「
超
意
識
」
と
呼
ん
で
よ
い
レ
ベ
ル
が
存
す
る
。
し
か
し
「
非
意
識
」
な
い
し
「
超
意
識
」
は
、
空
な
る
「
も
の
」
と
し
て

有
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
「
非
意
識
」
な
い
し
「
超
意
識
」
は
無
い
の
で
あ
り
、
意
識
そ
の
も
の
と
一
つ
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
意
識
は
も
と
も
と
そ
の
根
も
と
か
ら
空
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
空
の
場
に
の
み
現
成
し
、
本
来
空
で
あ

る
。（
…
）
一
般
的
に
い
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
も
と
に
は
非
意
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
無
意
識
で
は
な
い
。

無
意
識
と
い
わ
れ
る
領
域
は
、
い
か
に
意
識
の
深
層
に
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
意
識
の
領
域
と
連
続
し
、
一
括
し
て

心
理
学
の
対
象
と
な
り
得
る
よ
う
な
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
非
意
識
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
無
意
識
も
も
と

も
と
そ
の
根
も
と
か
ら
空
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
意
識
を
も
無
意
識
を
も
超
え
た
も

の
と
し
て
、
超
意
識
と
も
い
え
る
。
併
し
そ
う
い
っ
て
も
、
超
意
識
な
る
何
も
の
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
勿
論
な

い
、
空
と
い
っ
て
も
空
な
る
「
も
の
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
超
意
識
は
意
識
の
本
来
空
と
し
て
、
意
識
そ
の
も
の
と

一
つ
で
あ
る
。（
…
）
そ
の
意
味
で
は
非
＝
意
識
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
。
或
る
人
の
辞
世
と
し
て
、「
耳
し
い
て
聞
き

さ
だ
め
た
り
露
の
音
」
と
い
う
句
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
㊺
。

2
・
3
　
自
己
自
体
の
不
知

　

西
谷
の
論
述
は
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
主
客
対
立
の
枠
組
と
い
う
外
側
か
ら
、
自
己
「
自
体
」
の
不
知
と
い
う
こ

と
へ
と
進
ん
で
い
く
。
も
し
も
自
己
が
対
象
的
に
自
己
「
自
体
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
、
自
己
が
一
般
に

「
も
の
」
を
対
象
的
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
自
己
「
自
体
」
を
対
象
的
に
知
り
え
な
い
か
ら
、
そ
の
他
の

様
々
な
「
も
の
」
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
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も
し
自
己
「
自
体
」
が
自
己
「
自
体
」
を
知
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
自
己
は
何
か
或
る
も
の
を
知
る
と
い
う
知
を
全
く

も
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
㊻
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
基
礎
に
は
、
個
々
の
「
も
の
」
が
自
己
「
自
体
」
の
知
る
能
力
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が

前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
知
る
能
力
と
し
て
の
自
己
「
自
体
」
が
知
り
え
た
な
ら
、
そ
の
知
が
前
面
に
押
し
出
て
き
て
、

個
々
の
「
も
の
」
を
知
る
こ
と
は
遮
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
丁
度
「
眼
は
眼
自
身
を
見
な
い
」
の
と
こ
ろ
で
論

じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
眼
が
眼
自
身
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
眼
と
い
う
視
力
の
内
で
見
え
る
は
ず
の
個
々
の
「
も

の
」
は
遮
ら
れ
て
見
え
な
く
な
る
と
い
う
論
法
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
括
弧
し
て
、

恰
も
も
し
空
の
場
が
有
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
唯
一
「
実
体
」
の
み
が
有
る
こ
と
に
な
り
、「
世
界
」

と
万
有
は
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
に
等
し
い
㊼
。

と
注
記
さ
れ
る
。
空
の
場
が
絶
対
的
一
と
し
て
の
有
で
は
な
く
し
て
無
で
あ
る
の
で
、
多
と
差
別
が
徹
底
し
て
保
持
さ
れ
う

る
。
こ
の
注
記
は
比
喩
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
己
の
不
知
の
端
的
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
も
解
し
う
る
。
と
い
う
の

も
、
自
己
「
自
体
」
は
空
の
場
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
「
自
体
」
が
知
ら
れ
う
る
と
し
た
な
ら
、
絶
対
的
一
と

し
て
の
有
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
な
っ
た
な
ら
絶
対
的
一
と
し
て
の
有
の
み
が
知
ら
れ
、
多
と
差
別
と
し
て
の

「
も
の
」
は
知
ら
れ
な
く
な
る
。
多
と
差
別
に
あ
る
「
も
の
」
が
知
ら
れ
う
る
た
め
に
は
、
自
己
「
自
体
」
は
不
知
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
個
の
知
は
超
個
の
不
知
を
前
提
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

再
論
す
る
と
、
自
己
「
自
体
」
が
不
知
で
な
く
対
象
的
に
知
り
う
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
は
一
般
に
「
も
の
」
を
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知
る
と
い
う
通
常
の
対
象
知
を
も
ち
え
な
い
。
第
一
に
、
対
象
的
な
知
的
自
己
直
観
や
意
識
的
知
性
的
自
己
知
が
成
り
立
た

ず
、
ま
た
そ
う
し
た
自
己
知
の
意
味
で
の
「
主
観
」
と
し
て
の
自
己
も
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
結
果
、
第
二
に
、「
主
観
」

と
し
て
の
自
己
が
客
観
と
し
て
の
他
の
諸
物
を
対
象
的
に
知
る
と
い
う
知
も
成
り
立
た
な
く
な
る
。
結
局
、
主
客
対
立
の
枠

組
に
お
い
て
主
観
の
側
の
知
の
根
底
に
迫
っ
て
い
く
と
、
対
象
的
に
表
象
で
き
な
い
と
い
う
、
自
己
「
自
体
」
の
本
質
的
な

不
知
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
観
の
側
の
知
の
根
底
に
不
知
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
客

の
枠
組
の
残
る
意
識
・
比
量
知
性
（
い
わ
ゆ
る
分
別
知
）・
直
観
知
の
レ
ベ
ル
が
破
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
知
が
認
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
は
、
主
観
が
「
も
の
」
や
「
自
己
」
を
客
観
と
し
て
知
る
と
い
う
レ
ベ
ル
が
破
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
己

「
自
体
」
の
不
知
の
自
覚
は
、
絶
対
的
に
非
対
象
的
な
「
自
体
」
と
し
て
の
自
己
の
自
覚
で
あ
り
、
こ
の
不
知
の
自
覚
（
知
）

を
「
無
知
の
知
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
㊽
。

　

通
常
自
己
認
識
は
反
省
（
英reflexion

ま
た
はreflection

）
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。
自
己
の
反
省
は
「
自
己
が
自
己
自
身

へ
向
き
自
己
自
身
の
う
ち
へ
屈
折
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
自
己
が
自
己
へ
と
逆
方
向
に
向
き
直
り
、
屈
折
・
反

射
す
る
（
英reflex

）
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
。
通
常
の
知
の
あ
り
方
で
は
、
自
己
が
自
己
を
対
象
化
し
な
け
れ
ば
自
己

認
識
は
可
能
で
な
い
。
ま
た
、
自
己
認
識
が
知
的
直
観
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、「
な
お
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も

の
と
の
二
を
残
し
、
そ
の
限
り
『
反
省
』
の
痕
を
残
し
て
い
る
」。
す
な
わ
ち
主
客
対
立
の
枠
組
に
お
け
る
対
象
化
と
い
う

こ
と
を
完
全
に
抜
け
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
西
谷
は
主
客
対
立
の
枠
組
を
抜
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
空

の
場
に
お
け
る
自
己
「
自
体
」
は
、
非
対
象
的
な
「
中
」
の
有
り
方
を
し
て
お
り
㊾
、「
絶
対
的
に
前
向
き
な
るPosition

」

な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
対
象
化
に
よ
っ
て
把
捉
で
き
な
い
。
自
己
「
自
体
」
は
絶
対
に
対
象
化
さ
れ
な
い
能
動
性
そ
の
も

の
な
の
で
あ
る
㊿
。
古
人
は
そ
れ
を
「
直じ
き

心し
ん

（51）
」
と
呼
ん
だ
。
従
っ
て
、
対
象
化
を
前
提
と
す
る
反
省
に
よ
っ
て
も
知
的
直

観
に
よ
っ
て
も
、
自
己
「
自
体
」
の
知
は
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
「
自
体
」
の
不
知
と
い
う
こ
と
は
、
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菩
提
達
摩
（
？
―
五
三
〇
？
）
が
自
己
を
問
わ
れ
て
「
不
識
」
と
答
え
た
と
い
う
伝
説
に
も
示
さ
れ
て
い
る

（52）
。

昔
、
達
摩
大
師
が
梁
の
武
帝
か
ら
「
如
何
な
る
か
是
れ
聖

し
よ
う

諦た
い

第
一
義
」
と
問
わ
れ
て
、「
廓か
く

然ね
ん

無む

聖し
よ
う」
と
答
え
、
そ
の

答
に
疑
を
起
し
た
帝
か
ら
更
に
、「
朕
に
対
す
る
者
は
誰
ぞ
」
と
問
わ
れ
て
、「
不
識
」
と
答
え
た
と
い
う
話
は
有
名
で

あ
る
が
、
さ
き
に
自
己
が
自
己
自
身
の
も
と
に
あ
る
自
体
と
し
て
の
不
知
と
い
っ
た
も
の
も
、
か
か
る
「
不
識
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

（53）
。

2
・
4
　
主
体
と
し
て
の
自
己

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
源
の
自
己
自
体
も
そ
の
自
覚
も
対
象
的
に
は
表
象
さ
れ
え
ず
、「
不
知
」
と
か
「
不
識
」
と
い
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
本
源
の
非
対
象
的
な
自
己
自
体
と
そ
の
自
覚
か
ら
出
直
す
な
ら
、
非
対
象
的
な
自
己
自
体
と
そ
の
自
覚
を

「
も
と
」
に
し
て
初
め
て
、
客
体
（
独O

bjekt

）
に
対
立
す
る
主
体
（
独Subjekt

）
と
し
て
の
自
己
も
可
能
と
な
る
と
い
え

る
（54）
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
と
い
う
と
、「
も
と
」
と
な
る
自
己
自
体
と
そ
の
自
覚
も
非
対
象
的
な
の
で
、
主
体
と
し

て
の
自
己
も
非
対
象
性
の
影
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
主
体
と
し
て
の
自
己
は
非
対
象
性
の
故
に
客
体
で
は
あ

り
え
な
い
。
そ
う
し
た
非
対
象
的
な
主
体
が
、
対
立
す
る
客
体
に
関
係
し
、
客
体
を
対
象
的
に
知
る
、
す
な
わ
ち
認
識
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
谷
は
こ
こ
で
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
う
な
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
本
源
の
自
己
自
体
の
主
客
未

分
が
、
従
っ
て
自
他
不
二
が
破
ら
れ
て
、
主
体
と
客
体
に
分
離
・
隔
絶
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
な
る
の
は
人
知
の

宿
命
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
己
は
、
非
対
象
的
で
あ
り
な
が
ら
、
客
体
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
に

な
り
、
主
体
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。「
即
ち
、
そ
れ
〔
主
体
〕
の
有
は
、
自
己
が
自
己
を
知
る
〔
す
な
わ
ち
客
体
に

対
立
す
る
も
の
と
し
て
意
識
す
る
〕
と
い
う
反
省
知
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
」。
こ
う
し
た
主
体
と
し
て
の
自
己
の
成
立
は
、
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別
稿
で
論
じ
ら
れ
た
仮
現
と
し
て
の
人
格
の
成
立
を
主
客
対
立
の
枠
組
に
う
つ
し
た
も
の
で
あ
る

（55）
。
か
く
し
て
「
主
体
性

は
、
自
己
の
『
自
体
』
が
意
識
の
場
〔
感
性
と
理
性
の
場
〕
に
う
つ
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
」。
他
方
、
客
体
に
関
係
す

る
意
識
の
場
に
お
け
る
主
体
性
に
対
し
て
、
本
源
の
自
己
「
自
体
」
は
主
客
未
分
の
「
根
源
的
主
体
」
と
呼
び
う
る

（56）
。「
根

源
的
主
体
性
」
と
は
、
若
き
日
の
西
谷
の
著
作
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
本
源
の
不
知
な
る
自
己
自
体
か
ら
、
客
体
に
対
す
る
主
体
と
し
て
の
自
己
が
成
り
立
つ
と
い
う
見
方
に
立
て

ば
、
自
己
自
体
の
知
が
不
知
で
な
く
、
対
象
的
表
象
化
に
基
づ
く
反
省
知
で
い
け
る
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
客
体
認
識
を

保
ち
つ
つ
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
主
体
と
し
て
の
自
己
も
、
そ
う
し
た
自
己
の
反
省
知
も
、
成
り
立
た
な
く
さ
せ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
の
理
由
を
西
谷
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
要
す
る
に
、
反
省
知
に
よ
っ
て
対
象
的
に
表
象
さ
れ
た
本
源
的

自
己
な
る
も
の
は
本
当
の
主
客
未
分
の
本
源
的
自
己
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
偽
の
本
源
的
自
己
を
「
も
と
」
と
す
る
限

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
、
主
体
と
し
て
の
自
己
と
そ
の
自
覚
も
、
さ
ら
に
は
客
体
認
識
も
、
到
底
現
実
の
生
き
た

働
き
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
丁
度
、
眼
は
眼
自
身
を
見
な
い
と
い

う
非
対
象
性
が
な
け
れ
ば
「
も
の
」
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
火
は
火
を
焼
か
な
い
と
い
う
即
自
性
が
な
け
れ
ば
、

火
が
物
を
焼
く
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
対
象
認
識
は
根
源
の
非
対
象
認
識
に
お
い
て
成
り
立

つ
。
対
象
存
在
は
非
対
象
的
な
空
性
に
基
づ
く
。
反
省
知
は
不
知
を
前
提
す
る
。
知
・
認
識
に
は
、
不
知
・
非
認
識
の
根
源

の
場
が
必
要
な
の
で
あ
る

（57）
。
こ
う
し
て
、

総
じ
て
自
己
自
体
は
主
体
と
し
て
の
自
己
存
在
の
存
在
可
能
で
あ
り
、
か
の
「
不
知
」
が
「
知
」
の
本
質
的
な
可
能
性

を
な
す

（58）
。



363

禅文化研究所紀要 第33号（平成28年3月）

と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。

2
・
5 
具
体
的
な
自
己
自
体

　

自
己
自
体
に
つ
い
て
の
西
谷
の
論
究
は
こ
こ
で
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
る
。
眼
の
見
と
不
見
（「
眼
で
あ
る
こ
と
」
と
「
眼

で
な
い
こ
と
」）
の
即
一
に
眼
自
体
の
現
実
的
具
体
的
な
自
己
同
一
が
存
し
、
ま
た
火
の
燃
焼
と
非
燃
焼
（「
火
で
あ
る
こ
と
」

と
「
火
で
な
い
こ
と
」）
の
即
一
に
火
自
体
の
現
実
的
具
体
的
な
自
己
同
一
が
存
す
る
よ
う
に
、
自
己
の
自
己
性
と
非
自
己
性

（「
自
己
で
あ
る
こ
と
」
と
「
自
己
で
な
い
こ
と
」）
の
即
一
に
自
己
自
体
の
現
実
的
具
体
的
な
自
己
同
一
も
存
す
る
。
こ
こ
で

「
自
己
で
な
い
」
と
は
、
私
た
ち
の
純
粋
な
自
己
自
体
が
空
の
場
に
あ
り
、
主
体
と
し
て
の
有
り
方
を
超
え
、
現
象
と
し
て

の
人
格
的
・
意
識
的
・
身
体
的
な
「
自
己
」
の
有
り
方
か
ら
抜
け
出
し
て
い
る
こ
と
を
謂
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
純
粋
な
自

己
自
体
は
絶
対
此
岸
の
空
の
場
に
お
い
て
は
無
我
で
あ
っ
て
、
通
常
の
自
己
（
自
我
）
と
は
い
わ
れ
な
い
有
り
方
を
し
て
い

る
。
空
の
場
に
お
い
て
は
、
自
己
は
自
己
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
空
の
場
に
お
け
る
「
自
己
で
な
い
」
自
己
（
無

我
）
と
は
、
覆
蔽
さ
れ
た
無
相
の
真
の
自
己
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
自
己
で
あ
る
」
と
は
、
翻
っ
て
、
空
の
場

の
無
我
と
し
て
の
「
自
己
で
な
い
」
有
り
方
が
、
日
常
レ
ベ
ル
で
の
人
格
的
・
意
識
的
・
身
体
的
な
「
自
己
」
の
有
り
方
を

貫
い
て
働
き
、
そ
れ
ぞ
れ
をPosition

た
ら
し
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
常
レ
ベ
ル
で
の
自
己
は
、
そ
う
し

た
空
の
レ
ベ
ル
の
非
自
己
性
（
無
我
）
の
活
き
に
よ
っ
て
、
意
識
と
認
識
を
保
持
し
、
現
象
的
な
身
体
的
行
動
・
喜
怒
哀
楽

の
感
情
発
露
・
理
解
分
別
・
社
会
生
活
な
ど
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
常
レ
ベ
ル
で
の
主
体
か
ら
身
体
に

い
た
る
ま
で
の
働
き
は
、
す
べ
て
自
己
自
体
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
自
己
自
体
と
即
一
で
あ
り
、
自
己
自
体
の
空
な
る
「
有
」

のPosition

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
空
の
レ
ベ
ル
の
非
自
己
性
（
無
我
）
は
、
日
常
レ
ベ
ル
で
の
自
己
性
に
お
い
て
こ

そ
働
く
こ
と
が
で
き
る

（59）
。
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そ
こ
で
、
こ
の
事
態
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
考
え
、「
自
己
自
体
」
の
定
義
を
移
し
変
え
て
、

自
己
自
体
は
、
具
体
的
に
は
、
自
体
自
身
と
主
体
や
身
体
と
の
自
己
同
一
に
成
立
す
る

（60）
。

と
表
現
し
て
も
構
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
実
的
具
体
的
な
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
自
体
は
、
空
の
レ
ベ
ル
で
の
純
粋
な
自
己

自
体
自
身
（
無
我
と
し
て
の
覆
蔽
さ
れ
た
無
相
の
真
の
自
己
）
と
、
そ
の
現
わ
れ
（
仮
現
）
と
し
て
の
主
体
や
身
体
と
の
自
己
同

一
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
日
常
性
に
お
い
て
は
、
空
の
レ
ベ
ル
で
の
無
我
と
し
て
の
純
粋
な
自
己
自
体
な
る
も
の

は
、
現
実
の
具
体
的
な
主
体
や
身
体
と
し
て
の
自
己
と
し
て
働
き
出
で
つ
つ
そ
の
内
に
姿
を
隠
す
。
無
我
と
か
無
相
の
真
の
自

己
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
、
三
昧
に
お
け
る
こ
と
と
し
て
対
象
的
に
表
象
さ
れ
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
現
実
の
具
体
的
な
主
体

や
身
体
と
し
て
の
自
己
に
重
心
が
移
さ
れ
て
、
自
己
自
体
が
再
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
最
後
に
、

畢
竟
、
具
体
的
に
は
、
今
い
っ
た
「
自
己
で
な
い
」
と
「
自
己
で
あ
る
」
と
の
両
面
が
一
つ
で
あ
る
自
己
同
一
の
と
こ

ろ
が
、
自
己
自
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
己
自
体
は
自
己
に
し
て
自
己
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
自
己
な
ら
ず
し

て
自
己
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
言
い
現
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

（60）
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

小
稿
で
は
、
西
谷
の
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
空
の
立
場
に
つ
い
て
残
さ
れ
て
い
た
問
題
の
う
ち
、
不
充
分
で
は
あ
る
が
、

中
と
自
己
に
つ
い
て
註
解
を
施
し
た
。
自
己
と
回
互
的
相
入
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
、
別
の
機
会
に
譲
る

こ
と
に
し
た
い
。
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【
後
注
】

⑴
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
―
―
宗
教
論
集
一
、
創
文
社
、
一
九
六
一
年
。
小
稿
で
使
用
し
た
の
は
第
一
六
刷
一
九
七
九
年
版
で
あ
る
。

世
界
的
な
関
心
の
高
さ
か
ら
、
英
訳
、
独
訳
、
ス
ペ
イ
ン
語
訳
が
出
て
い
る
よ
う
だ
。

⑵
筆
者
は
西
谷
啓
治
の
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
空
の
立
場
に
つ
い
て
の
註
解
を
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
に
「
西
谷
啓

治
の
空
の
立
場
」
と
い
う
題
名
で
第
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
か
ら
第
一
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
ま
で
四
回
に
渡
っ
て
掲
載
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。『
宗
教
と
は
何
か
』
は
名
著
で
あ
る
と
は
い
え
、
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
は
到
底
い
え

な
い
の
で
、
註
解
は
難
渋
を
き
わ
め
た
。
そ
こ
で
ま
だ
残
っ
て
い
た
最
重
要
の
問
題
群
が
、
中
、
自
己
、
回
互
的
相
入
と
い
っ
た
項
目

で
あ
る
。
小
稿
で
は
こ
の
残
り
の
諸
項
目
に
つ
い
て
註
解
を
施
す
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
西
谷
の
空
の
立
場
全
体
に
つ

い
て
、
あ
る
程
度
は
基
本
的
な
見
通
し
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

⑶
西
谷
啓
治
、
禅
の
立
場
―
―
宗
教
論
集
二
、
創
文
社
、
一
九
八
六
年
。

⑷
西
谷
啓
治
、
寒
山
詩
、
世
界
古
典
文
学
全
集
第
三
六
巻
Ｂ
「
禅
家
語
録
二
」、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
所
収
。
後
に
同
一
の
内
容
で
単

行
本
が
公
刊
さ
れ
た
。
西
谷
啓
治
、
寒
山
詩
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
。
さ
ら
に
、
前
二
版
で
省
略
さ
れ
た
箇
所
を
増
補
し
た
著
作

集
版
が
出
た
。
西
谷
啓
治
著
作
集
第
一
二
巻
「
寒
山
詩
・
詩
偈
」、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
。
こ
の
版
は
旧
版
の
誤
植
と
西
谷
自
身
の
思

い
違
い
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
旧
版
で
は
正
し
か
っ
た
と
こ
ろ
が
抜
け
落
ち
た
り
し
て
お
り
、
さ
ら
に
増
補
部
分
に
も
杜

撰
な
誤
植
が
見
受
け
ら
れ
、
な
る
べ
く
早
く
改
訂
を
要
す
る
。

⑸
本
段
落
に
つ
い
て
は
、
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
四
六
頁
以
下
。「『
も
の
』
自
体
の
根
源
的
な
有
り
方
」
に

つ
い
て
は
、
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
四
）」（
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
第
一
〇
号
、
二
〇
一
五
年
）
の
第
一
節
「『
も
の
』
の

真
に
自
体
的
な
有
り
方
」
に
お
い
て
、「
仮
」
に
つ
い
て
は
同
拙
論
第
三
節
「
仮
な
い
し
仮
現
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
註
解

を
行
っ
た
の
で
、
ま
ず
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
い
願
う
。
最
後
の
「
古
人
の
用
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
様
々
な
伝
統
的
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な
「
中
」
の
概
念
が
想
定
さ
れ
る
が
、
代
表
的
に
は
天
台
宗
に
お
け
る
空
・
仮
・
中
の
「
三
諦
」
が
、
当
該
テ
キ
ス
ト
の
前
の
文
脈
か

ら
見
て
ひ
と
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。「
三
諦
」
に
つ
い
て
中
村
元
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
竜

樹
）
の
著
わ
し
た
『
中
論
』
の
う
ち
で
『
中
道
』
を
説
い
て
い
る
詩
句
（
二
四
・
一
八
）
は
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
文
を
直

訳
す
る
と
、『
縁
起
な
る
も
の
を
、
わ
れ
ら
は
、
空
な
り
と
説
く
。
そ
れ
は
仮
名
に
し
て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
中
道
な
り
』。
こ
れ
は
縁

起
・
空
・
仮け

名み
よ
う・
中
道
と
い
う
四
つ
の
概
念
が
同
一
趣
意
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
四
語
が
同
義
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
偈
を
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
（
鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ゅ
う）
は
、『
衆
因
縁
生
法
、
我
説
即
是
無
、
亦
為
是
仮
名
、
亦
是
中
道
義
』
と

訳
し
て
い
る
が
、
シ
ナ
で
は
、
の
ち
に
そ
れ
の
字
句
を
多
少
変
更
し
て
、『
因
縁
所
生
法
、
我
説
即
是
空
、
亦
為
是
仮
名
、
亦
是
中
道

義
』
と
し
て
一
般
に
伝
え
て
い
る
。
天
台
宗
も
三
論
宗
も
後
者
の
文
を
採
用
し
て
い
る
し
、
ま
た
後
者
の
ほ
う
が
む
し
ろ
原
文
に
忠
実

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
偈
は
北
斉
の
慧え

文も
ん

禅
師
に
よ
っ
て
重
視
せ
ら
れ
、
し
か
も
か
な
り
異
な
っ
た
趣
意
に
解
釈
さ
れ
る
に
至
っ

た
。『
二
祖
北
斎
尊
者
慧
文
。（
…
）
師
又
因
読
中
論
、
至
四
諦
品
云
、「
因
縁
所
生
法
、
我
説
即
是
空
、
亦
名
為
仮
名
、
亦
名
中
道
義
」。

恍
然
大
悟
、
頓
了
諸
法
、
無
非
因
縁
所
生
。
而
此
因
縁
有
不
定
有
。
空
不
定
空
。
空
有
不
二
名
為
中
道
』（『
仏
祖
統
記
』
第
六
巻
、
大

正
大
蔵
経
四
九
巻
一
七
八
頁
下
段
）。
そ
う
し
て
天
台
宗
に
よ
っ
て
、
こ
の
偈
は
空
・
仮
・
中
の
三さ
ん

諦た
い

（
三
つ
の
真
理
）
を
説
く
も
の
と

解
せ
ら
れ
、
三さ
ん

諦た
い

偈げ

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
法
（
も
ろ
も
ろ
の
事
物
）
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自
身
の
自じ

性し
よ
う（
そ
れ
自
体
）
が
無
い
か
ら
空
で
あ
る
（
空
諦
）。
こ
の
こ
と
は
た
し
か
に
真
理
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は

『
空
』
と
い
う
特
殊
な
原
理
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。『
空
』
と
い
う
の
も
『
仮け

名み
よ
う』（
仮
に
立
て
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
）
で
あ
る
。
空

を
実
体
視
し
て
は
な
ら
な
い
（
仮け

諦た
い

）。
ゆ
え
に
空
は
さ
ら
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
空く

う

亦や
く

復ぶ

空く
う

』。
空
を
さ
ら
に
空
じ
た
と
こ

ろ
の
境
地
に
『
中
道
』
が
あ
ら
わ
れ
る
。
因い
ん

縁ね
ん

所し
よ

生し
よ
うの
諸
法
を
空
ず
る
か
ら
非
有
で
あ
り
、
そ
の
非
有
（
＝
空
）
を
も
空
ず
る
か
ら
非

空
で
あ
り
、
か
く
て
非
有
非
空
の
中
道
が
成
立
す
る
（
中
諦
）。
す
な
わ
ち
中
道
は
二
重
の
否
定

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
縁

生
（
＝
有
）
↓
空
↓
仮
名
（
＝
非
空
）
↓
中
道
と
い
う
否
定
の
進
行
が
説
か
れ
て
い
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
一
種
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の
弁
証
法

0

0

0

を
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
シ
ナ
・
日
本
の
仏
教
界
で
は
、
伝
統
的
に
こ
の
解
釈
に
従
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
原
意
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
シ
ナ
語
の
指
示
代
名
詞
に
性
・
数
・
格
が
な
い
た
め
に
『
是
』
の
さ

す
語
を
と
り
ち
が
え
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
別
の
解
釈
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
」（
中
村
元
、
東
洋
人
の
思
惟
方
法
二
、
中
村
元
選
集
第

二
巻
、
春
秋
社
、
第
五
刷
、
一
九
六
七
年
、
三
八
頁
以
下
）。
ち
な
み
に
、『
般
若
心
経
』
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
に
も
、
す
で
に
空
・

仮
・
中
の
思
想
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
（
中
村
元
・
紀
野
一
義
訳
注
、
般
若
心
経
・
金
剛
般
若
経
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇

年
、
第
二
三
刷
一
九
七
八
年
、
二
三
頁
―
二
六
頁
の
訳
注
参
照
）。
空
見
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
龍
樹
の
『
中
論

頌
』
で
言
明
さ
れ
て
い
る
。「
大だ
い

聖し
よ
うが
空
の
法
を
説
け
る
は
、
諸
も
ろ
も
ろの
見
を
離
れ
ん
が
為
め
の
故
な
り
。
若
し
復
た
空
有
と
見
れ
ば
、
諸
仏

の
化け

さ
ざ
る
所
な
り
」（
青
目
釈
鳩
摩
羅
什
訳
『
中
論
』
巻
第
二
「
観
行
品
第
一
三
」、
三
枝
充
悳
、
中
論
（
中
）、
レ
グ
ル
ス
文
庫
、
第

三
文
明
社
、
一
九
八
四
年
、
三
八
二
頁
）。
こ
う
し
た
般
若
空
観
の
中
道
を
繞
る
イ
ン
ド
仏
教
と
中
国
仏
教
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
中

村
元
に
よ
っ
て
「
空
の
考
察
」
な
る
題
名
の
章
に
お
い
て
よ
く
纏
め
ら
れ
て
い
る
（
中
村
元
、
龍
樹
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、

二
〇
〇
二
年
、
二
三
一
頁
―
二
八
四
頁
）。
達
摩
を
始
祖
と
し
た
初
期
禅
運
動
の
理
論
書
で
あ
る
『
二
入
四
行
論
』
に
も
、
空
に
著
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
今
の
『
中
論
』
の
頌
か
ら
引
か
れ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
諸
仏
が
空
法
を
説
く
は
、
諸し
よ

見け
ん

を
破は

せ
ん
が
為
め

の
故
な
り
。
而し
か

る
に
復
た
空く
う

に
著じ
や
くせ
ば
、
諸
仏
の
化け

せ
ざ
る
所
な
り
」（
柳
田
聖
山
、
達
摩
の
語
録
、
禅
の
語
録
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
、
第
二
刷
一
九
六
九
年
、
五
八
頁
）。
西
谷
の
空
・
仮
・
中
は
、
そ
の
論
述
の
全
体
か
ら
見
て
、
天
台
の
「
三
諦
」
よ
り

は
、
む
し
ろ
元
の
般
若
経
や
『
中
論
』
の
空
・
仮
・
中
に
近
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑹
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
四
七
頁
。

⑺
四
、
空
の
立
場
、
一
五
九
頁
以
下
。
こ
の
図
で
は
、
二
円
周
の
内
、
感
性
の
場
を
内
側
に
、
理
性
の
場
を
外
側
に
描
い
た
が
、
こ
れ
は

西
谷
が
明
示
的
に
そ
う
指
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
右
上
の
接
線
と
円
周
の
接
点
ま
で
、
中
心
か
ら
直
線
を
延
ば
し
、
記

号
を
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
複
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
た
。
西
谷
の
「
同
心
円
の
比
喩
」
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー
ン
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に
映
っ
た
映
像
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
洞
窟
の
比
喩
」
に
お
け
る
そ
れ
と
酷
似
す
る
。
小
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
度
花
園

大
学
大
学
院
修
士
課
程
「
宗
教
哲
学
研
究
」
で
の
西
谷
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
読
み
合
わ
せ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
本
図
は
そ
の
と

き
に
討
議
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
参
加
者
は
飛
び
入
り
も
含
め
て
、
田
中
、
白
川
、
栗
本
、
石
田
、
藤
田
、
奥

原
、
柴
田
、
大
塚
、
村
田
、
島
津
（
順
不
同
）
の
諸
氏
で
あ
っ
た
。
共
同
で
テ
キ
ス
ト
読
解
に
取
り
組
め
た
一
年
間
は
楽
し
い
時
間
で

あ
っ
た
。
毎
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
み
ん
な
で
本
当
の
己
事
究
明
を
行
っ
た
時
間
だ
っ
た
と
思
う
。
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
る
。

⑻
四
、
空
の
立
場
、
一
四
八
頁
以
下
。〔　
　

〕
内
は
著
者
に
よ
る
付
加
で
あ
る
。「
感
性
的
或
は
理
性
的
な
諸
形
相
が
す
べ
て
『
中
』
的

な
有
り
方
に
貫
か
れ
て
、
そ
の
現
れ
と
な
る
」（
一
七
六
頁
）。
古
人
の
「
物
皆
自
得
」
の
語
は
、
差
し
当
た
り
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
「
花

に
遊
ぶ
虻
な
喰
ひ
そ
友
雀
」
の
前
書
と
『
蓑
虫
説
跋
』（
貞
享
四
年
）
に
出
て
く
る
。
出
典
は
程
明
道
（
一
〇
三
二
―
一
〇
八
五
）
の
詩

「
秋
日
偶
成
」
中
の
「
万
物
静
観
す
れ
ば
皆
な
自
得
」（『
程
氏
文
集
』
三
）
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
詩
は
手
近
に
は
、
湯
浅
幸
孫
、
近
思

録
（
中
）、
タ
チ
バ
ナ
教
養
文
庫
、
た
ち
ば
な
出
版
、
一
九
九
六
年
、
五
三
頁
の
解
説
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑼
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
六
四
頁
。（
…
）
は
引
用
文
中
の
省
略
箇
所
を
示
す
。「
空
の
場
に
於
て
は
到
る

所
に
中
心
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
『
中
』
的
な
、
非
対
象
的
な
自
体
性
に
於
て
、
一
つ
の
絶
対
的
中
心
で
あ
る
」

（
一
七
八
頁
）。

⑽
「
空
と
共
に
無
際
涯
な
る
も
の
、
い
わ
ば
如
何
な
る
周
辺
を
も
も
た
な
い
も
の
」（
一
七
八
頁
）。
こ
の
引
用
文
は
「
も
の
」
の
一
つ
と

し
て
の
「
自
己
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
私
の
自
己
が
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
「
真
の
自
己
」
と
し
て
絶
対
真
実
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
自
己
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
真
実
で
あ
り
え
、
す
な
わ
ち
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
こ
と
が
で
き
、
無
際
涯
で
あ
る
。

上
田
閑
照
の
根
本
語
で
あ
る
「
限
り
な
き
開
け
」
も
、
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑾
以
上
の
二
つ
の
引
用
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
六
五
頁
。「
如
何
に
小
さ
な
も
の
で
も
」
は
、
一
六
九
頁
で
は
「
如
何
に
微
小
な
る
も
の

で
も
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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⑿
四
、
空
の
立
場
、
一
六
六
頁
。

⒀
四
、
空
の
立
場
、
一
六
六
頁
。
回
互
的
関
係
は
、
ま
た
「
回
互
的
相
入
」
と
も
い
わ
れ
る
（
例
え
ば
、
一
七
八
頁
以
下
、
一
八
一
頁
以

下
、
一
八
三
頁
等
）。

⒁
本
段
落
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
六
六
頁
以
下
。

⒂
以
上
二
引
用
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
六
七
頁
。

⒃
四
、
空
の
立
場
、
一
六
九
頁
。

⒄
四
、
空
の
立
場
、
一
六
七
頁
。

⒅
四
、
空
の
立
場
、
一
六
七
頁
以
下
。

⒆
「『
わ
れ
』
は
万
物
の
も
と
に
あ
り
、
い
わ
ば
万
物
全
体
の
う
ち
に
あ
ま
ね
く
根
を
張
っ
て
い
る
」（
西
谷
啓
治
、
寒
山
詩
、
西
谷
啓
治

著
作
集
第
一
二
巻
、
創
文
社
、
第
三
刷
、
一
九
九
五
年
、
五
、一
五
四
頁
）。
こ
こ
で
の
「
わ
れ
」
と
は
「
無
相
の
真
の
自
己
」
に
他
な

ら
な
い
。

⒇
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
六
八
頁
。

㉑
四
、
空
の
立
場
、
一
六
九
頁
。

㉒
四
、
空
の
立
場
、
一
六
八
頁
。

㉓
四
、
空
の
立
場
、
一
六
八
頁
以
下
。

㉔
四
、
空
の
立
場
、
一
八
四
頁
。
一
九
七
九
年
の
第
一
六
刷
で
は
、「
絶
対
的
に
独
自
な
個
別
性
」
の
「
個
」
の
字
が
欠
け
て
い
る
が
、
管

見
に
入
っ
た
一
九
八
五
年
の
第
二
〇
刷
と
一
九
八
八
年
の
著
作
集
版
（
第
一
〇
巻
）
第
二
刷
で
は
回
復
さ
れ
て
い
る
。
本
引
用
と
同
じ

意
味
内
容
は
、
他
の
箇
所
で
も
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
回
互
的
関
係
に
於
て
、
一
切
の
も
の
は
夫
々
、
そ
れ
自
身
の
も
と
に
あ
る
と

共
に
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
も
と
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
も
の
の
『
有
』
に
於
て
世
界
が
『
世
界
す
る
』
こ
と
で
あ
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り
、
更
に
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
も
の
が
世
界
の
う
ち
に
有
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
総
じ
て
そ
う
い
う
こ
と
は
空
の
場
に
於

て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
」（
四
、
空
の
立
場
、
一
六
九
頁
以
下
）。「
世
界
す
る
」
と
は
「
世
界
」
を
動
詞
化
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
縷
々
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
由
来
す
る
。「
世
界
す
る
」
は
、「
世
開
す
る
」
と
も
訳
さ
れ
る
。

㉕
四
、
空
の
立
場
、
一
八
四
頁
。「
多
と
差
別
を
捨
象
し
た
絶
対
的
一
」
は
、「『
無
』
を
本
質
的
に
問
う
こ
と
な
し
に
『
有
』
を
考
え
て
き

た
従
来
の
西
洋
の
存
在
論
」（
四
、
空
の
立
場
、
一
六
〇
頁
）
に
お
け
る
「
一
に
し
て
一
切
」
を
批
判
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
西
谷
の
論

じ
て
い
る
、
西
洋
存
在
論
に
お
け
る
多
と
差
別
を
捨
象
し
た
「
一
に
し
て
一
切
」
か
ら
、
空
の
立
場
に
お
け
る
多
と
差
別
が
絶
対
的
に

徹
底
さ
れ
た
「
一
に
し
て
一
切
」
に
至
る
ま
で
の
道
筋
を
、
以
下
に
お
い
て
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。「
も
と
よ
り
西
洋
に
於
て
も
、
今

い
っ
た
よ
う
な
一
へ
の
集
中
と
い
う
見
地
は
時
々
現
れ
て
い
る
。
古
く
ク
セ
ノ
フ
ァ
ー
ネ
ス
の
『
万
物
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
一
つ
で
あ

る
』
と
い
う
、『
一
に
し
て
一
切
な
る
も
の
』
の
思
想
や
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
『
思
惟
す
る
と
有
る
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
』
と
い
う

『
有
』
の
思
想
を
初
め
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
ら
の
人
々
が
考
え
た
絶
対
的

な
一
は
、
絶
対
的
理
性
の
立
場
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
或
は
、
た
と
え
理
性
の
立
場
を
超
え
た
も
の
と
し
て
も
、
少
く
と
も
理

性
の
立
場
か
ら
の
延
長
と
し
て
そ
れ
と
連
続
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
其
等
の
点
に
於
て
そ
の
『
一
』
は
す
べ
て
の
『
も
の
』

が
自
体
に
於
て
一
つ
に
集
中
す
る
と
さ
き
に
言
っ
た
事
態
と
は
、
全
く
意
味
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
、
そ
の

絶
対
的
一
が
虚
無
の
場
を
通
っ
た
上
で
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
虚
無
と
は
、
感
性
や
理
性
の

場
で
の
如
何
な
る
経
験
の
背
後
か
ら
も
、
ま
た
そ
こ
で
経
験
さ
れ
る
如
何
な
る
『
有
』
の
根
底
か
ら
も
、
そ
れ
を
無
化
す
る
も
の
と
し

て
現
れ
得
る
も
の
で
あ
る
」（
一
六
一
頁
）。「
多
と
差
別
、
即
ち
す
べ
て
の
『
も
の
』
が
そ
れ
ぞ
れ
他
に
替
え
難
い
、
絶
対
に
独
自
な
も

の
と
し
て
有
る
と
い
う
こ
と
は
、『
有
』
の
体
系
の
根
底
に
虚
無
の
場
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
本
当
に
現
れ
て
来
る
の
で

あ
る
」（
一
六
二
頁
）。「
然
る
に
虚
無
の
場
で
は
、
如
何
な
る
繋
り
や
統
一
も
破
ら
れ
、『
も
の
』
の
自
己
―
内
―
閉
鎖
性
は
絶
対
的
で

あ
る
。
す
べ
て
有
る
も
の
は
互
い
に
限
り
な
く
散
り
ゆ
き
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
『
有
』
も
、
何
処
か
ら
来
て
何
処
に
去
る
か
わ
か
ら
ぬ
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切
線
上
に
あ
っ
て
、
限
り
な
く
散
り
ゆ
く
。
そ
の
存
在
は
、
底
な
き
虚
無
の
う
ち
へ
消
え
行
く
か
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
の
存

在
可
能
が
絶
え
ず
存
在
不
可
能
へ
没
し
行
く
よ
う
な
存
在
で
あ
る
」（
一
六
三
頁
以
下
）。「
空
の
場
に
於
て
、『
も
の
』
は
再
び
そ
の
存

在
の
可
能
性
へ
戻
さ
れ
る
。（
…
）
そ
れ
は
そ
の
存
在
の
『
も
と
』（
根
源
）
か
ら
、
そ
れ
自
身
の
も
と
に
あ
る
自
体
性
に
於
て
現
れ
て

く
る
。（
…
）
そ
れ
は
先
に
言
っ
た
『
有
化
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
空
の
場
は
、
今
の
比
喩
で
い
え
ば
、
円
及
び
そ
れ
に

切
す
る
あ
ら
ゆ
る
切
線
が
そ
の
上
で
成
り
立
つ
よ
う
な
（
…
）
無
限
な
空
間
で
あ
り
虚
空
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
於
け
る
『
も
の
』

の
自
体
的
な
有
り
方
は
、『
一
切
が
一
つ
』
で
あ
る
如
き
中
心
に
成
り
立
つ
と
し
て
も
、
然
も
多
と
差
別
が
捨
象
さ
れ
る
よ
う
な
『
一
』

へ
帰
る
こ
と
で
は
な
い
。（
…
）『
も
の
』
の
自
体
的
な
有
り
方
は
我
々
が
周
辺
（
即
ち
感
性
や
理
性
の
場
）
か
ら
中
心
（『
も
の
』
自
身

の
も
と
）
へ
帰
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
中
心
は
も
は
や
円
の

0

0

中
心
、
周
辺
を
も
っ
た
中
心
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ

ば
周
辺
な
き
中
心
、
中
心
の
み
の
中
心
で
あ
り
、
空
の
場
で
の
中
心
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
空
の
場
に
於
て
は
中
心
が
到
る
所
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
『
も
の
』
が
、
そ
の
自
体
性
に
於
て
、
一
切
の
も
の
の
中
心
と
い
う
有
り
方
を
現
し
て
く
る

こ
と
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
の
一
つ
一
つ
が
一
切
の
も
の
の
中
心
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
一
つ
の
絶
対
的
中
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」（
一
六
四
頁
）。
最
後
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
六
、
空
と
歴
史
、
二
九
〇
頁
も
参
照
の
こ
と
。

㉖
四
、
空
の
立
場
、
一
八
五
頁
。「
も
の
」
と
は
「
集
め
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
着
眼
点
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
由
来
す
る
。「
も
の
」
に

相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
のD

ing

（
英
語
のthing

）
に
は
、
元
々
語
源
学
的
に
「
集
め
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ

て
、「
も
の
」
が
世
界
を
集
め
る
こ
と
が
、
世
界
が
「
世
開
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

㉗
本
段
落
の
テ
キ
ス
ト
相
当
箇
所
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
四
七
頁
以
下
。「
躍
入
」
と
は
絶
対
此
岸
、
空
の
場
に
転
ず
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
帰
入
」
と
も
い
わ
れ
る
（
例
え
ば
一
八
三
頁
以
下
）。
同
心
円
の
中
心
へ
躍
入
す
る
と
は
、
一
七
〇
頁
中
程
の
西
谷
自
身
の
要

約
に
よ
れ
ば
、
自
我
意
識
と
そ
れ
に
よ
る
自
我
と
「
も
の
」
へ
の
執
着
を
空
じ
、
空
が
真
の
自
己
と
な
る
と
こ
ろ
の
絶
対
此
岸
の
場
へ

転
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
第
九
号
（
二
〇
一
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
三
）」
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が
、
こ
の
絶
対
此
岸
へ
の
躍
入
の
問
題
を
包
括
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。

㉘
本
段
落
の
テ
キ
ス
ト
相
当
箇
所
は
、
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
四
八
頁
。

㉙
四
、
空
の
立
場
、
一
五
七
頁
。

㉚
四
、
空
の
立
場
、
一
五
八
頁
。「
そ
れ
に
向
お
う
と
す
れ
ば
既
に
対
象
と
な
り
」
と
い
う
表
現
は
、
趙
州
と
南
泉
の
問
答
「
平
常
心
是

道
」（『
無
門
関
』
第
一
九
則
、『
趙
州
録
』
巻
上
第
一
段
）
に
由
来
す
る
。「
南
泉
、
因
み
に
趙
州
問
う
、『
如
何
な
る
か
是
れ
道
』。
泉

云
く
、『
平
常
心
是
れ
道
』。
州
云
く
、『
還
っ
て
趣
向
す
べ
き
や
否
や
』。
泉
云
く
、『
向
わ
ん
と
擬
す
れ
ば
即
ち
乖
く
』」（
平
田
高
士
、

無
門
関
、
禅
の
語
録
第
一
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
第
四
刷
、
一
九
八
一
年
、
七
九
頁
）。

㉛
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
四
八
頁
、
一
八
五
頁
、
一
八
六
頁
。「
説
い
て
一
物
に
似
す
る
も
即
ち
中
ら
ず
」

は
、
南
嶽
懐
譲
（
六
七
七
―
七
四
四
）
の
語
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
五
「
懐
譲
章
」
で
あ

る
。「
祖
〔
六
祖
慧
能
〕
曰
く
、
什
麼
物
か
恁
麼
に
来
る
。
曰
く
、
一
物
を
説
似
す
る
に
即
ち
中
ら
ず
と
」（
佐
橋
法
龍
・
増
永
霊
鳳
訳
、

景
徳
伝
灯
録
上
巻
、
国
訳
一
切
経
和
漢
撰
述
部
史
伝
部
一
四
、
大
東
出
版
社
、
改
訂
一
九
八
〇
年
、
一
二
五
頁
〈
一
三
五
頁
〉）。「
説

似
」
と
は
「（
何
か
）
に
つ
い
て
言
う
こ
と
」。
ま
た
『
祖
堂
集
』
巻
三
「
懐
譲
章
」
も
参
照
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
『
祖
堂
集
』
で

の
柳
田
聖
山
の
現
代
語
訳
は
、「
祖
、『
何
が
そ
の
よ
う
に
し
て
、
や
っ
て
来
た
の
か
』。
対
、『
何
か
だ
と
説
け
ば
、
も
う
は
ず
れ
て

い
ま
す
』」（
柳
田
聖
山
、
祖
堂
集
、
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉
第
一
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
、
再
版
一
九
九
五
年
、

一
七
六
頁
）。『
信
心
銘
』
や
趙
州
が
「
至
道
無
難
、
唯
嫌
揀
択
」
と
述
べ
、
南
泉
が
「
祖
仏
は
有
を
知
ら
ず
、
狸
奴
白
牯
却
っ
て
有
を

知
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
別
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

㉜
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
六
五
頁
、
一
六
九
頁
、
一
八
四
頁
、
一
八
五
頁
、
ま
た
、
一
五
八
頁
。

㉝
四
、
空
の
立
場
、
一
七
〇
頁
。「
意
識
の
場
」
に
つ
い
て
は
、
唯
識
学
八
識
中
第
六
意
識
を
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

㉞
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
一
）」（
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
第
七
号
、
二
〇
一
二
年
）
で
は
、「
第
四
章
の
転
換
の
後
段
『
空
（
虚
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無
）
が
自
己
で
あ
る
』
の
自
己
と
は
、
空
の
立
場
の
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
る
。
強
い
て
解
釈
を
進
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
空
（
虚

無
）
が
自
己
で
あ
る
』
と
い
う
方
向
に
出
て
く
る
無
相
の
真
の
自
己
に
は
、
云
々
」（
一
〇
四
頁
）
と
論
じ
ら
れ
た
。
誤
解
を
招
き
や
す

い
「
空
（
虚
無
）」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
た
の
は
、
転
換
の
後
段
の
「
空
が
自
己
で
あ
る
」
の
「
空
」
が
、
西
谷
が
何
も
説
明
を
付
け

加
え
て
い
な
い
以
上
、
転
換
の
前
段
の
「
自
己
が
空
で
あ
る
」
の
「
空
」
と
同
一
の
空
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

前
段
の
「
自
己
が
空
で
あ
る
」
の
「
空
」
は
虚
無
と
見
做
す
の
が
妥
当
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
後
段
の
「
空
」
も
、
無
相
の
真

の
自
己
で
あ
り
な
が
ら
、
虚
無
的
な
性
格
を
も
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
論
理
的
に
正
当
で
は
あ
る
が
結
果
的
に
は
か
な

り
苦
し
い
解
釈
を
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
前
段
の
「
空
」
と
後
段
の
「
空
」
は
、
基
本
的
に
性
格
が
異
な
る
の

で
あ
り
、
西
谷
は
二
つ
の
空
が
段
階
的
に
異
な
る
と
い
う
説
明
を
省
い
て
曖
昧
な
記
述
を
し
た
の
だ
、
と
い
う
解
釈
の
立
場
に
立
っ
て

み
た
。
こ
の
ほ
う
が
、
す
っ
き
り
し
た
解
釈
に
な
る
と
思
う
。
以
上
の
解
釈
の
変
更
は
、
西
谷
の
空
の
立
場
は
基
本
的
に
個
々
三
昧
を

軸
と
す
る
日
常
平
常
底
の
立
場
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
無
相
の
真
の
自
己
（
本
来
の
面
目
）
は
覆
蔽
さ
れ
た
仕
方
で
働
い
て

い
る
と
い
う
見
方
を
、
明
確
に
導
入
し
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
四
）」（
国
際
禅

学
研
究
所
論
叢
第
一
〇
号
、
二
〇
一
五
年
）
で
初
め
て
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
た
。「
空
が
自
己
で
あ
る
」
の
「
空
」
は
、
一
見
虚
無
的

な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
と
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
無
相
の
真
の
自
己
の
覆
蔽
さ
れ
た
「
空
」
な
の
で
あ
り
、
有
と
対
立
し
た

「
何
も
な
い
」
と
い
う
只
の
虚
無
と
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
う
る
。
と
も
す
れ
ば
、
西
谷
の
空
の
立
場
の
論
述
全
体
に
も
、
ま
た
西
谷

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
も
、
一
種
の
虚
無
的
で
虚
弱
な
空
の
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
雰
囲
気

が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
事
実
的
に
は
日
常
性
に
お
け
る
無
相
の
真
の
自
己
の
自
己
覆
蔽
に
起
因
す
る
の
で
あ
り
、
西
谷
が

ま
だ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
影
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
て
初
め
て
、
西
谷
は
ま
だ
虚
弱
な
ニ
ヒ

リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
抜
け
切
れ
て
い
な
い
と
す
る
皮
相
な
見
方
か
ら
、
西
谷
を
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

㉟
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
〇
頁
以
下
。
空
の
場
が
世
界
と
「
も
の
」
を
可
能
に
す
る
場
で
あ
る
と
「
言
っ
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た
」
と
さ
れ
る
の
は
、
直
前
の
一
七
〇
頁
冒
頭
で
い
わ
れ
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
一
六
五
頁
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
下
れ

ば
一
八
五
頁
な
ど
に
も
出
て
く
る
。
空
の
場
が
世
界
と
「
も
の
」
を
可
能
に
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、
生
死
即
涅
槃
に
お
い
て
、

涅
槃
が
生
死
に
対
し
て
ど
う
働
く
か
と
い
う
根
源
機
能
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
る
。

㊱
四
、
空
の
立
場
、
一
八
三
頁
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お
い
て
は
、「
対
象
の
認
識
」
と
「
認
識
の
対
象
」
と
は
同
じ
一
つ
の
事
柄
で
あ

る
。
そ
れ
を
現
象
と
い
う
。
こ
の
こ
と
が
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
の
根
底
を
な
す
。
一
般
的
に
東
西
の
唯
心
論
の
根
幹
で
も
あ
る
。

㊲
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
三
）」（
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
第
九
号
、
二
〇
一
四
年
）
第
二
節
「
主
観
に
よ
る
表
象
の
立
場
」
と

第
三
節
「
虚
無
の
立
場
か
ら
空
の
立
場
へ
」
を
参
照
の
こ
と
。

㊳
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
一
頁
。

㊴
三
、
虚
無
と
空
、
一
三
〇
頁
、
四
、
空
の
立
場
、
一
四
二
頁
、
一
七
一
頁
、
一
七
五
頁
、
一
八
五
頁
、
五
、
空
と
時
、
二
一
〇
頁
。
前

掲
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
四
）」
第
一
節
「『
も
の
』
の
真
に
自
体
的
な
有
り
方
」
を
参
照
の
こ
と
。

㊵
「
眼
は
眼
を
見
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
イ
ン
ド
古
代
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
以
来
、
主
体
な
い
し
認
識
主
観
に
関
す
る
考
察
の
典
型
的

な
定
式
化
で
あ
っ
た
。
例
を
挙
げ
る
と
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
（
生
没
年
不
詳
、
前
六
五
〇
―
五
五
〇
頃

か
）
が
、「
卿
は
見
の
見
者
（
＝
視
覚
の
主
体
）
を
見
る
能
わ
じ
、
聞
の
聞
者
（
＝
聴
覚
の
主
体
）
を
聞
く
能
わ
じ
、
思
考
の
思
考
者
を

思
考
す
る
能
わ
じ
、
認
識
の
認
識
者
を
認
識
す
る
能
わ
じ
。
卿
の
そ
の
我
は
す
な
わ
ち
一
切
に
内
在
す
。
そ
の
他
の
も
の
は
全
て
苦
悩

を
齎
す
の
み
」（
辻
直
四
郎
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
、
六
二
頁
以
下
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ

こ
で
「
我
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
卿
の
そ
の
我
は
す
な
わ
ち
一
切
に
内
在
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
）

と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
別
訳
で
は
、
服
部
正
明
訳
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
、
世
界
の
名
著
第
一
巻
「
バ
ラ
モ
ン
教
典
・

原
始
仏
典
」
所
収
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
、
六
七
頁
。
ま
た
龍
樹
（
一
五
〇
―
二
五
〇
頃
）
の
『
中
論
頌
』
に
も
、
一
般
的
に

認
識
対
象
が
無
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、「
是
の
眼
は
即
ち
自み
ず
から
其
の
己こ

体た
い

を
見
る
こ
と
能
わ
ず
。
若
し
自
ら
見
る
こ
と
能
わ
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ず
ん
ば
云
何
ん
が
余
物
を
見
ん
」（
青
目
釈
鳩
摩
羅
什
訳
『
中
論
』
巻
第
一
「
観
六
情
品
第
三
」、
三
枝
充
悳
、
中
論
（
上
）、
レ
グ
ル
ス

文
庫
、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
四
年
、
一
五
六
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。『
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
』
か
ら
の
該
当
部
分
の
現
代
語
訳
は
、

「
実
に
、
そ
の
見
る
は
た
ら
き
（
す
な
わ
ち
眼
）
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
自
分
自
身
を
見
な
い
も
の
が
、
ど

う
し
て
、
他
の
も
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
か
」（
同
書
一
五
七
頁
）。
龍
樹
の
本
論
証
の
進
み
方
は
、
西
谷
の
「
眼
は
眼
自
身
を
見
な
い
の

で
、
他
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
考
察
の
仕
方
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
西
谷
は
、「
眼
は
眼
を
見
な

い
」
と
い
う
表
現
を
手
が
か
り
に
空
の
場
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
古
来
か
ら
の
ア
ー
ト
マ
ン
＝
ブ
ラ
フ
マ
ン
問
題

と
こ
の
問
題
に
密
接
に
連
関
す
る
大
乗
仏
教
の
空
と
無
我
の
問
題
に
、
現
代
的
な
哲
学
的
分
析
を
試
み
て
い
る
と
い
え
る
。

㊶
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
背
反
は
通
常
の
日
常
性
に
お
い
て
想
定
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
大
死
一
番
絶
後
再
蘇
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
リ

ア
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
現
成
即
会
得
）
に
お
い
て
は
、
個
別
的
な
「
も
の
」
の
認
識
と
自
身
の
認
識
作
用
の
自
己
認
識
と
が
同
時
に
起

こ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
的
な
コ
ギ
ト
、
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
的
方
法
に
よ
る
反
省
的
思
惟
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
現
象

学
的
還
元
（
エ
ポ
ケ
ー
）
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
自
身
の
認
識
作
用
の
自
己
認
識
が
あ
る
程
度
可
能
と
な
る
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
西
谷

が
論
じ
て
い
る
の
は
、
日
常
的
な
認
識
活
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。

㊷
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
二
頁
。「
不
見
」
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
註
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド

古
代
よ
り
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
龍
樹
ら
が
論
じ
て
き
た
古
典
的
主
題
で
あ
る
。
仏
教
で
は
さ
ら
に
楞
伽
経
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

そ
う
で
あ
る
が
、
確
認
し
て
い
な
い
。
な
お
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
別
の
箇
所
で
は
、「
不
見
の
見
」
と
い
う
用
語
が
提
出
さ
れ
て
い

る
。「
人
格
的
自
己
の
一
層
こ
ち
ら
側
に
、
端
的
な
自
己
自
身
と
し
て
、『
何
も
な
い
』
が
開
け
る
と
き
、
無
は
如
実
に
、
リ
ア
ル
に
、

自
己
に
実
現
し
て
く
る
。
そ
し
て
自
己
に
体
認
さ
れ
る
。
曾
て
言
っ
た
意
味
で
自
己
存
在
が
無
のrealization

に
な
る
。
体
認
と
い
う

の
は
無
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
、『
不
見
の
見
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
見
ず
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
真
の
無
は
生
け
る
無
で
あ
り
、
生
け
る
無
は
た
だ
自
証
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
」（
二
、
宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
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性
、
八
一
頁
）。
こ
の
記
述
に
お
い
て
は
、「
自
己
か
ら
空
へ
」
と
「
空
か
ら
自
己
へ
」
と
い
う
二
つ
の
相
反
し
た
進
み
行
き
の
う
ち
、

前
者
の
「
自
己
か
ら
空
へ
」
と
い
う
進
み
行
き
の
面
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
端
的
な
自
己
自
身
」
と
し
て
の
「
何
も
な
い
」
は
当
初
虚

無
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
よ
う
が
、
そ
こ
に
は
大
き
な
転
換
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
リ
ア
ル
に
実
現
さ
れ
た
と
き
に
は
、
実
は

そ
れ
が
「
生
け
る
無
」
な
の
で
あ
り
、
絶
対
此
岸
の
主
客
未
分
の
力
動
的
な
空
の
場
に
他
な
ら
な
い
。「
生
け
る
無
」
と
し
て
の
「
真
の

無
」
を
「
見
ず
し
て
見
る
」
と
は
、
対
象
的
に
見
る
こ
と
で
は
な
く
、
非
対
象
的
に
、
個
（
自
己
）
が
超
個
（
無
相
の
真
の
自
己
）
に

な
り
き
っ
た
と
こ
ろ
で
、
す
な
わ
ち
無
我
に
な
り
い
わ
ば
全
身
で
世
界
と
一
体
化
し
た
と
こ
ろ
で
体
認
・
体
得
し
、
自
証
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
根
本
的
に
逆
転
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
到
達
さ
れ
た
空
の
場
か
ら
、
個
と
し
て
の
「
人
格
」
も
「
現
象
す

る
も
の
な
き
現
象
」、
仮
現
と
し
て
、「
無
相
の
相
」
と
し
て
、「
絶
対
の
無
の
現
成
と
し
て
成
立
す
る
」（
同
頁
）
こ
と
に
な
る
。
こ
ち

ら
の
逆
転
し
た
方
向
へ
の
進
み
行
き
の
面
は
、
後
者
の
「
空
か
ら
自
己
へ
」
の
面
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
の
箇
所
で
の
「
不
見
の
見
」

は
、「
生
け
る
無
」
と
し
て
の
「
真
の
無
」
を
「
見
ず
し
て
見
る
」
の
で
あ
っ
て
、
一
七
二
頁
に
お
け
る
考
察
の
「
眼
は
眼
自
身
を
見
な

い
こ
と
に
よ
り
他
物
を
見
る
」
と
い
う
「
不
見
」
と
「
見
」
の
関
係
図
式
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
と
い
え
る
。
後
者
の
「
眼
は
眼
自

身
を
見
な
い
」（
不
見
）
は
ま
だ
主
客
対
立
の
図
式
の
ほ
う
か
ら
対
象
的
に
見
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
前
者
の
「
真
の
無
」
を
「
見
ず

し
て
見
る
」（
不
見
の
見
）
は
、
非
対
象
的
な
見
で
あ
り
、
無
我
に
な
り
世
界
と
一
体
化
し
た
と
こ
ろ
で
の
体
認
で
あ
る
。
さ
て
と
こ
ろ

で
、「
不
見
」
と
「
見
」
の
伝
統
的
な
使
用
例
を
、「
ダ
ル
マ
の
語
録
」
と
し
て
知
ら
れ
る
『
二
入
四
行
論
』
か
ら
挙
げ
る
と
、「
法
身
は

形
無
し
、
故
に
不
見
に
し
て
以
て
之
を
見
る
。（
…
）
若
し
見
を
以
て
見
と
為
せ
ば
、
見
ざ
る
所
有
る
も
、
若
し
無
見
を
以
て
見
と
為

さ
ば
、
即
ち
見
ざ
る
所
無
し
」（
柳
田
聖
山
、
達
摩
の
語
録
、
前
掲
書
、
六
二
頁
）
と
あ
る
。
原
文
は
「
法
身
無
形
、
故
不
見
以
見
之
。

（
…
）
若
以
見
為
見
、
有
所
不
見
。
若
以
無
見
為
見
、
即
無
所
不
見
」（
同
書
六
一
頁
）。
前
半
の
「
法
身
は
形
無
し
、
故
に
不
見
に
し
て

以
て
之
を
見
る
」
は
、「
法
身
」
が
「
生
け
る
無
」
と
し
て
の
「
真
の
無
」
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
西
谷
の
テ
キ
ス
ト
八
一
頁
の
「
生

け
る
無
」
と
し
て
の
「
真
の
無
」
を
「
見
ず
し
て
見
る
」
こ
と
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
後
半
の
「
若
し
無
見
を
以
て
見
と
為
さ
ば
、
即
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ち
見
ざ
る
所
無
し
」
は
解
釈
が
難
し
い
が
、
あ
る
い
は
一
七
二
頁
で
の
西
谷
の
考
察
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
柳

田
が
註
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
か
ら
勃
興
し
た
中
国
の
初
期
禅
修
行
運
動
は
、
理
論
的
に
は
、
当
時
都
市
で
流
行
し
て
い
た
鳩
摩
羅

什
派
の
般
若
空
観
と
『
維
摩
経
』、
及
び
そ
の
弟
子
僧
肇
の
、
老
荘
思
想
を
手
懸
り
と
し
た
空
の
解
釈
に
依
拠
し
た
の
で
あ
り
、『
二
入

四
行
論
』
の
本
引
用
箇
所
も
僧
肇
の
論
述
に
負
っ
て
い
る
。「
し
て
み
る
と
、
奥
深
い
仏
教
の
教
え
（
涅
槃
）
は
思
慮
を
絶
し
た
世
界
に

あ
る
。（
…
）
無
限
に
大
き
い
も
の
の
象か
た
ちは
、
人
間
の
目
に
は
形
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
〔「
大
象
は
無
形
に
隠
る
」、『
老

子
』
四
一
章
〕。
だ
か
ら
見
る
こ
と
な
く
し
て
見
る
の
で
あ
る
」（
平
井
俊
榮
訳
注
、
肇
論
・
三
論
玄
義
、
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉

第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
、『
肇
論
』「
般
若
無
名
論
第
四
」
第
一
九
「
玄
妙
な
る
涅
槃
の
証
得
」、
一
〇
七
頁
以
下
）。
原

文
は
「
然
則
玄
道
在
於
絶
域
。（
…
）
大
象
隱
於
無
形
。
故
不
見
以
見
之
」（
大
正
大
蔵
経
四
五
巻
一
六
一
頁
中
段
）。『
肇
論
』
の
「
不

見
以
見
之
」
な
ど
の
こ
の
箇
所
は
、
後
に
宋
代
の
『
宗
鏡
録
』
に
引
用
さ
れ
る
。
支
那
初
期
禅
運
動
と
西
谷
『
宗
教
と
は
何
か
』
と
が

と
も
に
般
若
空
観
に
定
位
し
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
仏
教
で
「
不
見
」
に
四
種
あ

る
こ
と
を
「
四
不
見
」
と
呼
び
、
そ
れ
ぞ
れ
、
魚
は
水
を
見
ず
、
人
は
風
を
見
ず
、
迷
っ
て
い
る
と
き
は
性
を
見
ず
、
さ
と
っ
て
は
空く
う

を
見
な
い
こ
と
を
い
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
（
中
村
元
、
仏
教
語
大
辞
典
〔
縮
刷
版
〕、
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
、
五
二
九
頁
、
出
典
は

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
）。
興
味
深
い
が
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
論
証
か
ら
は
外
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
眼
は
眼
自
身
を
見
な
い
」
と
か

「
不
見
」
と
い
う
よ
う
に
、
認
識
作
用
の
根
底
に
そ
の
認
識
作
用
の
否
定
を
認
め
る
と
い
う
仕
方
で
、
超
越
と
し
て
の
空
観
を
導
く
論
証

は
、
東
洋
思
想
の
独
占
物
で
は
な
い
よ
う
だ
。
西
洋
に
お
い
て
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
一
二
六
〇
頃
―
一
三
二
七
）
が
似
た
よ
う
な
論
証

を
使
用
し
て
い
る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
視
覚
が
す
べ
て
の
色
を
知
覚
し
得
る
た
め
に
は
視
覚
そ
の
も
の
は
色
な
き
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
知
性
が
す
べ
て
の
形
相
を
認
識
し
得
る
た
め
に
は
自
然
的
形
相
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い

る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
私
は
、
神
が
一
切
の
存
在
の
原
因
で
あ
り
す
べ
て
の
も
の
を
自
身
の
う
ち
に
あ
ら
か
じ
め
保
蔵
（
先
有
）
し

て
い
給
わ
ん
が
た
め
に
、
神
自
身
に
存
在
そ
の
も
の
乃
至
は
存
在
的
な
る
も
の
を
否
認
す
る
」（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、『
パ
リ
討
論
集
』
よ



378

西谷啓治の禅思想――空の立場（清水 大介）

り
―
―
神
に
お
け
る
「
存
在
と
知
性
認
識
」、
上
田
閑
照
、『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
九
八
年
、
三
三
七

頁
）。「
眼
は
一
切
の
色
を
離
脱
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
色
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
…
）
わ
れ
ら
の
主
は
『
幸
い
な
る

か
な
、
精こ
こ
ろ神
の
貧
し
き
者
』（
マ
タ
イ
伝
五
・
三
）
と
は
っ
き
り
言
わ
れ
た
（
…
）。
一
物
を
も
も
た
な
い
者
が
貧
し
き
者
で
あ
り
、
精
神

の
貧
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
色
に
貧
し
く
色
を
欠
い
て
い
る
眼
が
あ
ら
ゆ
る
色
を
受
容
す
る
如
く
に
、
精
神
に
お
い
て
貧
し
き
者
が
あ
ら
ゆ

る
精
神
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
精
神
（
霊
）
の
精
神
（
霊
）
で
あ
る
神
を
受
容
し
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、『
神
の

慰
め
の
書
』、
上
田
前
掲
書
、
三
四
五
頁
）。

㊸
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
二
頁
。

㊹
「『
も
の
』
の
自
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
例
え
ば
火
は
火
を
焼
か
ず
、
眼
は
眼
を
見
ず
、
等
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
有
り
方
で
あ
り
、
そ
し

て
『
火
は
火
で
な
い
、
故
に
火
で
あ
る
』
と
い
う
よ
う
な
逆
説
的
な
仕
方
で
の
み
言
い
現
さ
れ
る
と
語
っ
た
。
ま
た
、
そ
う
い
う
有
り

方
を
、
精
神
集
中
の
状
態
を
表
す
と
い
わ
れ
る
『
三
昧
』
と
か
『
定
』
と
か
い
う
言
葉
を
か
り
て
、『
定
在
』
と
も
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
有
り
方
の
万
物
に
よ
っ
て
『
証
せ
ら
れ
る
』
如
き
自
己
、
即
ち
自
己
な
ら
ぬ
自
己
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言

え
る
だ
ろ
う
。
空
が
自
己
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
自
己
で
な
い
故
に
自
己
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
時
の
自
己
の
有
り
方
を
、
古
人
の
い
わ
ゆ

る
空
三
昧
、
無
心
相
三
昧
と
し
て
言
い
現
す
こ
と
が
出
来
る
。『
三
昧
』
と
は
単
に
心
理
学
的
な
概
念
で
は
な
く
し
て
、
存
在
論
的
な
概

念
で
あ
る
。『
も
の
』
の
自
体
的
、
非
対
象
的
な
有
り
方
が
も
と
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
我
々
の
自
己
の
も
と
に
（
自
己
の
手
も
と
に

ま
た
足
も
と
に
）
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
自
ら
の
『
も
と
』
に
於
て
、
自
己
の
有
は
本
質
的
に
『
三
昧
』
的
で
あ
る
。」（
四
、
空
の
立

場
、
一
八
五
頁
）。
先
述
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
眼
は
眼
自
身
を
見
な
い
」
と
か
「
不
見
の
見
」
と
い
う
こ
と
は
、「
も
の
」
自

体
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
自
己
自
体
に
関
わ
る
陳
述
で
あ
る
。「
眼
は
眼
自
身
を
見
な
い
」
と
か
「
不
見
の
見
」
は
、

自
己
自
体
が
本
質
的
に
「
三
昧
」
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

㊺
四
、
空
の
立
場
、
一
七
二
頁
以
下
。「
或
る
人
の
辞
世
」
の
「
或
る
人
」
と
は
、
落
語
家
の
三
遊
亭
圓
朝
（
無
舌
居
士
、
一
八
三
九
―
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一
九
〇
〇
）。
一
般
に
は
「
さ
だ
め
た
り
」
よ
り
「
さ
だ
め
け
り
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
句
は
、
西
谷
の
そ
の
前
の
文
脈
に

従
え
ば
、「
耳
し
い
て
」
と
い
う
「
非
意
識
」
な
い
し
「
超
意
識
」
の
境
地
に
お
い
て
、「
露
の
音
」
を
本
当
に
聞
く
こ
と
が
で
き
た
、

と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
非
意
識
」
な
い
し
「
超
意
識
」
と
は
、
空
性
と
し
て
、
日
常
性
に
お
い
て
覆
蔽
さ
れ
た
無
相

の
真
の
自
己
と
理
解
し
て
お
い
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
露
の
音
」
を
空
な
る
真
の
自
己
と
し
て
親
し
く
聞
く
の
で
あ
る
。
永
平
道
元

（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
の
道
歌
に
「
聞
く
ま
ま
に
ま
た
心
な
き
身
に
し
あ
ら
ば
お
の
れ
な
り
け
り
軒
の
玉
水
」
と
あ
る
。「
お
の
れ

な
り
け
り
」
が
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
り
、「
心
な
き
身
に
し
あ
ら
ば
」
が
無
我
と
し
て
「
耳
し
い
て
」
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
道
歌
で
は
真
の
自
己
が
露
現
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
西
谷
の
言
及
し
て
い
る
「
無
意
識
」
は
、
フ
ロ
イ
ト
（
一
八
五
六
―

一
九
三
九
）
や
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
（
一
八
七
五
―
一
九
六
一
）
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
こ
う
し
た
「
無
意
識
」
も
夢

な
ど
に
現
わ
れ
て
き
て
探
究
可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
探
究
は
心
理
的
疾
患
の
治
療
に
役
に
立
つ
と
考
え
た
。
西
谷
に
と
っ
て
は
、
そ

の
よ
う
な
無
意
識
も
空
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
意
識
と
同
類
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
識
の
レ
ベ
ル
な
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
ユ
ン
グ
が
「
集
合
的
無
意
識
」（
及
び
そ
こ
に
お
け
る
「
元
型
」）
と
い
う
理
論
を
立
て
て
お
り
、
よ
く
仏
教
唯
識
派
の
「
ア
ー

ラ
ヤ
識
」
に
比
せ
ら
れ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
唯
識
で
は
第
七
マ
ナ
識
と
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
第
六
意
識
よ
り
も
さ
ら
に
識
の
深
層
に

位
置
し
、
無
意
識
に
属
す
る
と
見
做
さ
れ
る
。
も
し
も
ユ
ン
グ
の
「
集
合
的
無
意
識
」
と
唯
識
の
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
が
対
応
す
る
と
す

る
な
ら
ば
、
西
谷
の
空
の
「
非
意
識
」
な
い
し
「
超
意
識
」
は
、
さ
ら
に
そ
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
「
転
依
し
た
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
な
い
し

「
清
浄
識
」・「
ア
マ
ラ
識
」
に
相
当
す
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
西
谷
の
「
非
意
識
」
な
い
し
「
超
意
識
」
は
、
薬

山
の
語
っ
た
「
不
思
量
」
に
対
す
る
「
非
思
量
」
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
西
谷
の
意
識
と
無
意
識
を
超
え
た
「
非
意
識
」
な
い
し

「
超
意
識
」
と
い
う
指
摘
は
、『
宗
教
と
は
な
に
か
』
公
刊
後
に
出
現
し
た
数
々
の
心
理
セ
ラ
ピ
ー
や
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
の

発
展
に
と
っ
て
も
重
要
な
手
懸
り
に
な
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
非
＝
意
識
」
と
い
う
表
現
で
は
、「
非
意
識
」
な
い
し

「
超
意
識
」
が
意
識
を
超
越
し
な
が
ら
意
識
そ
の
も
の
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
謂
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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㊻
四
、
空
の
立
場
、
一
七
三
頁
。

㊼
四
、
空
の
立
場
、
一
七
三
頁
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
西
谷
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
」
概
念
を
絶
対
的
一
と
し
て
の
有
と
見
做
し
て
言
及

し
て
お
り
、
無
に
な
っ
て
い
な
い
と
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
確
か
に
「『
世
界
』
と
万
有
は
消
え
去
る
」
と
い
う
見
方
は
、
哲
学
史
の
教

科
書
な
ど
に
よ
く
出
て
く
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
対
す
る
批
判
点
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
は
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
体
概
念
に
立
っ
て
彼
の

「
世
界
と
万
有
」
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
が
。

㊽
本
段
落
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
三
頁
以
下
。「
無
知
の
知
」
に
つ
い
て
引
用
し
て
お
く
と
、「
こ
の
不
知
は
絶
対
的
に
非
対
象
的
な
、

『
自
体
』
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
、
そ
の
不
知
な
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
自
覚
は
、
や
は
り
一
つ
の
『
無
知
の
知
』
で
あ
る
」（
一
七
三

頁
以
下
）。
他
に
、「
絶
対
的
な
此
岸
と
し
て
の
空
に
於
て
真
に
本
来
的
且
つ
根
源
的
な
智
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
が
万
物
来
っ
て
自

己
を
証
す
る
〔
道
元
〕
と
か
、
山
河
大
地
草
木
瓦
石
皆
こ
れ
自
己
の
本
分
〔
夢
窓
〕
と
か
い
わ
れ
得
る
場
に
成
立
す
る
知
、
強
い
て
い

え
ば
『
無
知
の
知
』
で
あ
る
」（
三
、
虚
無
と
空
、
一
二
四
頁
）。「
そ
れ
〔
感
性
や
理
性
か
ら
は
把
捉
さ
れ
得
な
い
『
も
の
』
自
体
の
リ

ア
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
現
成
即
会
得
）〕
は
対
象
の
認
識
で
は
な
く
し
て
、
非
対
象
的
な
『
も
の
』
自
体
の
非
認
識
的
な
知
で
あ
り
、
無

知
の
知
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」（
四
、
空
の
立
場
、
一
五
七
頁
）。
本
語
は
一
三
八
頁
と
一
七
五
頁
に
も
見
出
さ
れ
る
。
一
二
四

頁
と
一
五
七
頁
の
二
引
用
で
の
「
無
知
の
知
」
は
、
絶
対
的
に
非
対
象
的
な
「
自
体
」
と
し
て
の
自
己
の
自
覚
に
他
な
ら
ず
、
先
の

「
真
の
無
」
を
「
見
ず
し
て
見
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
今
の
一
七
三
頁
以
下
の
箇
所
で
は
、
主
客
対
立

の
枠
組
か
ら
見
て
の
「
不
知
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
や
は
り
一
つ
の
『
無
知
の
知
』
で
あ
る
」
と
帰
結
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
水

準
が
浅
い
。
も
っ
と
も
今
の
箇
所
の
後
で
は
、
西
谷
の
論
述
は
主
客
対
立
の
枠
組
か
ら
主
客
未
分
の
非
対
象
的
な
リ
ア
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
に
移
り
、「
か
の
無
知
の
知
も
、
空
の
場
に
お
け
る
か
か
る
自
体
的
な
『
有
』
の
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
現
成
即
会
得
）
と
し
て
の

み
成
り
立
つ
」（
一
七
四
頁
）
と
述
べ
、
先
の
二
引
用
と
同
一
の
水
準
に
立
つ
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
挙
げ
た
『
二
入
四
行

論
』
の
同
じ
箇
所
に
も
、「
波は

若じ
や

〔
般
若
〕
は
知
無
し
、
故
に
不
知
に
し
て
以
て
之
を
知
る
。（
…
）
若
し
知
を
以
て
知
と
為
せ
ば
、
知
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ら
ざ
る
所
有
る
も
、
若
し
無
知
を
以
て
知
と
為
せ
ば
、
知
ら
ざ
る
所
無
し
」（
柳
田
前
掲
書
、
六
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様

に
以
下
柳
田
の
註
に
従
う
と
、
僧
肇
の
「
般
若
無
知
論
」
に
、「
以
聖
心
無
知
。
故
無
所
不
知
。
不
知
之
知
。
乃
曰
一
切
知
」（
大
正
大

蔵
経
四
五
巻
一
五
三
頁
上
段
）
と
あ
り
、『
二
入
四
行
論
』
の
こ
の
箇
所
の
由
来
が
窺
わ
れ
る
。
柳
田
の
現
代
語
訳
で
は
、「
聖
人
の

心
は
無
知
で
あ
る
か
ら
、
知
ら
れ
な
い
も
の
が
な
い
の
で
あ
り
、
不
知
の
知
こ
そ
、
一
切
知
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
」（
柳
田
前
掲

書
、
六
四
頁
）。
前
掲
の
平
井
訳
注
で
は
三
四
頁
。
さ
ら
に
柳
田
に
よ
れ
ば
、『
荘
子
』
内
篇
「
人
間
世
篇
第
四
」
に
「
有
知
を
以
て
知

る
者
を
聞
く
も
、
未
だ
無
知
を
以
て
知
る
者
を
聞
か
ざ
る
な
り
」（
金
谷
治
訳
注
、
荘
子
、
第
一
冊
（
内
篇
）、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
年
、
一
一
六
頁
）
と
あ
り
、『
肇
論
』
へ
の
『
荘
子
』
の
影
響
を
推
し
計
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。
ま
た
、「
不
知
之
知
」

な
ど
の
表
現
は
、
や
は
り
『
宗
鏡
録
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
西
谷
の
空
の
立
場
の
究
明
は
、
遠
く
中
国
の
達
摩
を
始
祖
と
す

る
初
期
禅
運
動
と
そ
の
理
論
的
支
柱
と
な
る
般
若
空
観
、
と
り
わ
け
僧
肇
の
空
の
解
釈
、
そ
の
背
景
と
な
る
支
那
の
伝
統
思
想
と
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

㊾
「
曾
て
『
も
の
』
の
自
体
的
、
非
対
象
的
な
有
り
方
、
即
ち
そ
れ
が
そ
れ
自
体
の
全
き
独
自
性
に
於
て
あ
る
有
り
方
を
『
中
』
と
呼

び
、『
一
物
に
似
る
と
説
く
も
即
ち
あ
た
ら
ず
』
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
た
が
、
も
し
か
か
る
『
も
の
』
の
自
体
の
存
在
可
能
が
も
と
づ
い

て
い
る
よ
う
な
空
の
場
が
、
我
々
が
我
々
自
身
の
も
と
に
帰
る
と
い
う
こ
と
に
於
て
の
み
我
々
に
開
か
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
か
の
言

葉
は
我
々
の
自
己
自
体
に
つ
い
て
最
も
本
来
的
に
当
嵌
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
自
己
自
体
が
最
も
根
源
的
に
『
中
』
的
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
そ
れ
は
空
と
一
つ
な
る
有
、
然
も
空
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
自
覚
的
に
空
と
一
つ
な
る
有
で
あ
り
、
世
界
と
あ
ら
ゆ

る
『
も
の
』
と
に
先
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
各
人
自
体
に
は
、
す
べ
て
の
『
も
の
』
自
体
が
『
世
界
』
と
し
て
一
つ
に
集
め
ら
れ
る
そ
の

『
力
』
の
場
が
含
ま
れ
て
い
る
。
世
界
に
現
成
す
る
す
べ
て
の
『
も
の
』
の
可
能
根
拠
が
含
ま
れ
て
い
る
。
然
も
そ
う
い
う
も
の
と
し

て
、
各
人
は
ま
た
世
界
の
う
ち
に
あ
る
一
つ
の
『
も
の
』
な
の
で
あ
る
。（
…
）
我
々
の
自
己
自
体
が
最
も
根
源
的
に
『
中
』
で
あ
る
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
過
大
と
過
少
と
に
対
す
る
中
庸
〔
メ
ソ
テ
ー
ス
〕
と
し
て
説
い
た
『
中
』
で
も
な
く
、
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ヘ
ー
ゲ
ル
が
理
性
の
活
動
を
、
矛
盾
せ
る
も
の
の
間
の
媒
介
作
用
〔
中
の
働
き
〕
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
於
て
考
え
た
『
中
』
で
も

な
い
。
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
理
性
の
場
に
う
つ
さ
れ
た
『
中
』
で
あ
る
が
、
空
の
場
に
於
け
る
有
り
方
と
し
て
の
『
中
』
は
、
他
の
如

何
な
る
場
に
も
う
つ
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
我
々
自
身
が
現
に
有
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
直
接
に

現
前
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
直
接
に
自
覚
さ
れ
る
外
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」（
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何

か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
八
五
頁
以
下
）。

㊿
「
も
の
」
自
体
と
自
己
自
体
と
の
リ
ア
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
現
成
即
会
得
）
は
、
端
的
に
は
万
象
（
す
べ
て
の
「
も
の
」）
と
一
体
の
無

相
の
真
の
自
己
（
本
来
の
面
目
）
の
現
前
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
現
前
の
現
場
に
お
い
て
は
、
自
己
は
万
象
と
一
体
に
現
前
す

る
無
相
の
真
の
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
自
己
が
そ
の
現
前
の
現
場
を
対
象
と
見
做
し
て
さ
ら
に
究
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
こ

で
は
主
客
の
対
立
自
体
が
消
失
し
て
い
る
た
め
に
、
自
己
は
意
志
を
も
っ
て
さ
ら
な
る
認
識
へ
と
突
き
進
む
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
さ
ら
に
そ
の
現
場
に
お
け
る
現
成
へ
と
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
不
知
で
あ
る
。
そ
こ
に

お
け
る
現
前
知
は
対
象
知
で
も
反
省
知
で
も
な
く
、
総
じ
て
対
象
か
ら
主
観
へ
の
受
動
的
認
識
と
い
う
こ
と
が
無
く
な
っ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
本
源
か
ら
の
能
動
知
そ
の
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
う
る
。
ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
能
動
知
は
、
西
洋
中
世
哲
学
に
お
い
て
問

題
と
さ
れ
たintellectus agens

に
お
い
て
も
、
あ
る
程
度
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（51）
「
直
心
」
の
語
の
古
い
用
例
で
は
、『
維
摩
経
』「
菩
薩
品
第
四
」
の
「
直
心
是
れ
道
場
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
直
心
」
の
解
説
と

し
て
は
、
久
松
真
一
の
『
維
摩
七
則
』「
第
四
則
道
場
」
が
ひ
と
ま
ず
勧
め
ら
れ
る
。
久
松
真
一
著
作
集
第
六
巻
『
経
録
抄
』、
理
想
社
、

一
九
七
三
年
、
一
四
〇
頁
以
下
参
照
。「
直
心
」
の
語
は
、
そ
の
他
『
六
祖
壇
経
』
な
ど
相
当
数
の
禅
録
に
見
出
さ
れ
る
。「
直
心
」
は
、

主
に
剣
術
・
弓
術
な
ど
日
本
古
来
の
武
術
で
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
「
ま
っ
す
ぐ
な
心
」
を
意
味
す
る
。
西
谷
は
、
そ

の
「
ま
っ
す
ぐ
」
と
い
う
こ
と
の
本
当
の
意
味
は
、
絶
対
に
対
象
化
さ
れ
な
い
、
本
源
か
ら
の
能
動
性
の
活
き
そ
の
も
の
の
こ
と
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
日
本
古
来
の
武
術
は
そ
れ
を
修
す
る
の
で
あ
る
。
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（52）
本
段
落
は
、
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
四
頁
。「Position

（
位
置
・
自
己
定
立
・
積
極
性
）」
は
、
空
の

場
に
お
け
る
「
も
の
」
自
体
の
「
定
在
」
の
一
特
性
で
あ
る
。
今
の
箇
所
以
外
で
は
、
一
四
八
頁
、
一
五
七
頁
、
一
七
六
頁
、
一
八
三

頁
、
二
一
〇
頁
、
二
一
三
頁
に
出
て
く
る
。
前
掲
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
四
）」
第
二
節
「
定
在
」
を
参
照
の
こ
と
。「
絶
対

的
に
前
向
き
な
るPosition

」
は
、
一
七
四
頁
以
外
で
は
一
七
六
頁
で
、「
自
己
の
純
粋
な
自
体
」
は
「
自
己
が
絶
対
的
に
前
向
き
な
る

Position
と
し
て
有
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
絶
対
的
に
前
向
き
な
るPosition

」
と
し
て
の

自
己
と
は
、
万
象
と
一
体
に
現
前
す
る
無
相
の
真
の
自
己
に
他
な
ら
な
い
。「
前
向
き
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
主
客
未
分
の
能
動
性
そ
の

も
の
の
「
現
前
」
の
活
き
に
当
た
る
。

（53）
四
、
空
の
立
場
、
一
七
四
頁
。『
碧
巌
録
』
第
一
則
「
武
帝
問
達
磨
」。
入
矢
義
高
他
訳
注
、
碧
巌
録
（
上
）、
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
三
五
頁
以
下
。「
朕
に
対
す
る
者
は
誰
ぞ
」
と
問
わ
れ
た
達
摩
の
自
己
は
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
り
、
遍
在
す

る
空
な
る
自
己
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
客
未
分
の
当
体
と
し
て
無
底
に
し
て
不
知
・
不
識
で
あ
る
。

（54）
「
主
体
」
も
「
主
観
」
も
欧
語
のsubiectum

に
由
来
し
、
元
来
同
一
概
念
で
あ
る
。「
主
体
」
に
つ
い
て
導
入
的
に
説
明
さ
れ
て
い

る
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
と
、「『
も
の
』
に
関
し
て
実
体
が
語
ら
れ
て
来
た
の
と
並
行
し
て
、
特
に
人
間
の
存
在
に
就
て
主
体
と
い
う
こ

と
が
語
ら
れ
て
来
た
。
実
体
概
念
が
『
も
の
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
根
底
に
存
立
す
る
も
の
、
つ
ま
り
『
も
の
』
が
そ
れ
自
身
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
る
有
り
方
を
言
い
現
す
と
同
様
に
、
主
体
概
念
は
、
或
る
人
間
に
於
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
を
統
一
し
つ
つ
そ
の
根

底
に
存
立
す
る
も
の
を
言
い
現
し
、
彼
が
彼
自
身
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
有
り
方
を
表
示
す
る
。
併
し
そ
の
主
体
概
念
は
、
果
し
て

真
に
彼
自
身
の
も
と
に
あ
る
彼
自
体
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
実
体
の
場
合
と
同
様
、
単
に
彼
自
身
の
う
ち
で
、
彼

自
身
の
意
識
の
場
に
於
て
、
彼
自
身
に
向
っ
て
顕
わ
に
な
る
限
り
で
の
彼
自
体
を
指
す
も
の
で
は
な
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
主
体

の
概
念
が
人
間
存
在
の
本
質
を
言
い
表
す
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ど
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
近
世
に
於
て
そ
う
で
あ
る
。
そ

の
所
以
は
、
近
世
に
於
て
人
間
存
在
が
本
質
的
に
自
意
識
的
に
な
っ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
」（
四
、
空
の
立
場
、
一
四
九
頁
）。
如
何
に
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し
て
近
世
的
な
主
体
の
自
覚
の
立
場
が
乗
り
越
え
ら
れ
、
空
の
立
場
に
到
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場

（
三
）」
第
二
節
「
主
観
に
よ
る
表
象
の
立
場
」
と
第
三
節
「
虚
無
の
立
場
か
ら
空
の
立
場
へ
」
で
纏
め
て
み
た
。
こ
こ
で
は
逆
向
き
に
、

到
達
さ
れ
た
空
の
立
場
か
ら
、
改
め
て
主
体
の
成
立
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（55）
前
掲
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
四
）」
第
三
節
第
二
項
「
仮
現
と
し
て
の
人
格
」。

（56）
本
段
落
は
、
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
四
頁
以
下
。

（57）
本
段
落
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
五
頁
。「
火
は
火
を
焼
か
な
い
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
四
）」
第
一

節
「『
も
の
』
の
真
に
自
体
的
な
あ
り
方
」
で
詳
論
さ
れ
た
。

（58）
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
五
頁
。

（59）
本
段
落
に
つ
い
て
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
五
頁
以
下
。「
こ
の
絶
対
的
な
此
岸
は
、
身
心
と
し
て
の
我
々
自
身
と
全
く
一
体
で
あ

り
、
自
己
同
一
で
あ
る
。（
…
）
周
知
の
よ
う
に
そ
の
こ
と
は
、
昔
か
ら
屢
々
水
と
波
の
譬
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
」（
三
、
虚
無

と
空
、
一
一
六
頁
）。

（60）
以
上
の
二
引
用
は
、
四
、
空
の
立
場
、
一
七
六
頁
。
こ
の
箇
所
で
西
谷
は
「
八
四
頁
参
照
」
と
指
示
し
て
い
る
。
該
当
す
る
で
あ
ろ
う

箇
所
を
挙
げ
る
と
、「『
人
間
』（
つ
ま
り
意
識
的
人
格
）
は
、
彼
自
身
の
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
活
動
や
あ
り
方
そ
の
ま
ま
で
現
象
で
あ
る
。

『
人
間
』
な
ら
ざ
る
も
の
（
絶
対
の
無
）
と
一
つ
に
現
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
人
間
と
し

て
の
そ
の
リ
ア
ル
な
如
実
相
そ
の
ま
ま
で
、
人
間
で
は
な
い
、
つ
ま
り
現
象
す
る
も
の
な
き
現
象
と
し
て
人
間
な
の
で
あ
る
」（
二
、
宗

教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性
、
八
四
頁
）。


